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▲
鳴
海
町
長
、白
川
議
長
ら
が
 

テ
ー
プ
カ
ッ
ト
で
祝
う
 

●

太
宰
の
草
稿
や
書
簡
に
目
を

止
め
る
文
治
長
女
、
田
津
陽

さ
ん
（
右）
と
園
子
さ
ん
 

の
草
稿
も
六
月
二
十
五
日
ま
で
展

示
さ
れ
て
い
た
た
め
、
訪
れ
た
太

宰
フ
ァ
ン
は
一
文
字

一
文
字
熱
心

に
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。
 

(
 

ふ
る
さ
と
で
盛
大
に
 

太
宰
治
生
誕
九
十
年
記
念
祭
 

生
誕
記
念
特
別
展
も
 

九
月
十
ハ
日
ま
で
開
催
 

開

会
式
 

金
木
町
太
宰
治
記
念
館
「
斜
陽

館
」
 
で行
わ
れ
た
式
典
で
は
、
始

め
に
鳴
海
町
長
が
 
「
昨年
四
月
に

記
念
館
が
公
開
さ
れ
、
す
で
に
十

ニ
万
人
を
超
え
る
入
館
者
が
訪
れ
、
 

太
宰
の
偉
大
さ
を
改
め
て
実
感
し

て
い
る
。
生
誕
九
十
年
を
迎
え
太

宰
の
魂
は
ふ
る
さ
と
に
あ
り
、
 
 
そ
 

ト
顕
彰
の
辞
を
述
べ
る
鳴
海
町
長
 
 

し
て
、
私
た
ち
の
心
の
支
え
と
し

て
永
遠
に
生
き
続
け
る
と
確
信
し

て
い
ま
す
」
と
顕
彰
の
辞
を
述
べ
、
 

金
木
町
太
宰
会
々
員
の
角
田
チ
ョ

さ
ん
が
随
筆
「
六
月
十
九
日
」
 
を

朗
読
し
ま
し
た
。
続
い
て
、
太
宰

の
長
女
、
津
島
園
子
さ
ん
が

「遺

族
と
し
て
の
わ
が
ま
ま
も
許
さ
れ

ず
、
沈
黙
を
守
り
通
し
た
ま
ま
亡

く
な
っ
た
母
の
気
持
ち
を
何
か
ー
 

つ
叶
え
て
あ
げ
た
い
と
思
い
、
昨

年
の
桜
桃
忌
の
際
に
『
こ
の
六
月

十
九
日
は
太
宰
の
誕
生
日
で
あ
る

か
ら
、
む
し
ろ
祝
う
日
に
し
て
も

ら
っ
た
ら
』
と
い
う
こ
と
を
申
し

上
げ
ま
し
た
。
金
木
町
の
皆
様
の

ご
理
解
で
さ
っ
そ
く
生
誕
祭
と
い

う
行
事
を
催
す
こ
と
に
な
り
、
大

勢
の
方
々
に
祝
っ
て
い
た
だ
い
て

太
宰
も
喜
ん
で
い
る
こ
と
と
思
い
 
 

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
皆
様
に
太

宰
が
愛
さ
れ
続
け
る
こ
と
を
析
り

ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。
 

こ
の
後
、
名
川
町
の
さ
く
ら
ん
ぽ

娘
が
太
宰
の
写
真
に
サ
ク
ラ
ン
ボ

を
供
え
ま
し
た
。
 

特

別
展
 

開
 
幕
 

式
典
終
了
後
、
記
念
館
内
の
米

蔵
前
で
太
宰
治
生
誕
九
十
年
記
念

祭
特
別
展
の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
が
行

わ
れ
、
特
別
展
の
幕
が
開
け
ら
れ

ま
し
た
。
特
別
展
は
、
原
稿
や
太

宰
直
筆
の
掛
軸
な
ど
の
貴
重
な
資

料
と
当
時
の
パ
ネ
ル
写
真
を
数
多

く
展
示
し
た
も
の
で
、
九
月
十
八

日
ま
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
 

昨
年
見
つ
か
っ
た
 
「
人間
失
格
」
 

「金
木
は
、
私
の
生
ま
れ
た
町
で
あ
る
。
」
と
小
説
「
津
軽
』
に
書
い

て
あ
る
よ
う
に
、
作
家
太
宰
治
は
明
治
四
十
ニ
年
六
月
十
九
日
に
父
源
右

衛
門
、
母
タ
子

（
た
ね
）
の
六
男
と
し
て
金
木
町
（
当
時
金
木
村
）
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
昭
和
ニ
十
三
年
、
東
京
都
三
鷹
市
の
玉
川
上
水
に
身
を
投

げ
、
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
の
が
誕
生
日
と
同
じ
日
の
六
月
十
九
日
。
昨
年

ま
で
六
月
＋
九
日
は
 
「
桜
桃忌
」
と
い
う
名
称
で
親
し
ま
れ
、
多
く
の
フ

ァ
ン
が
大
宰
を
し
の
ん
で
き
ま
し
た
が
、
五
十
回
の
節
目
を
迎
え
た
こ
と

で
区
切
り
を
つ
け
、
今
年
か
ら
、
太
宰
が
生
ま
れ
た
日
で
も
あ
る
こ
の
日

を
 
「生
誕
祭
」
 
と
形
を変
え
て
太
宰
の
誕
生
を
祝
う
も
の
と
し
ま
し
た
。
 

そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
生
誕
九
十
年
に
当
た
る
今
年
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事

が
催
さ
れ
ま
し
た
。
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▲太宰の生誕を祝い 

「―杯やりましょう」と乾杯 

『
」
 

「
」
 

一

（
 

太
宰
文
学

碑
 

献
花

の

列
た

え
ず
 

金
木
町
中
央
公
民
館
に
場
所
を

移
し
、
始
め
に
合
唱
披
露
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
 
「す
ん
ず
め
ほ
し
ん

じ
ょ
」
 
「走
れ
メ
ロ
ス
」
 
な
ど太

宰
作
品
に
関
連
の
あ
る
四
曲
を
金

木
小
学
校
五
年
生
の
児
童
と
金
木

女
声
合
唱
団
チ
ェ
リ
ー
コ
ー
ル
の

皆
さ
ん
が
合
唱
し
て
会
場
を
盛
り

上
げ
ま
し
た
。
こ
の
後
、
中
央
大

学
文
学
部
の
渡
部
芳
紀
教
授
に
よ

り
 
「
太
宰
治ー
心
の
王
者

・
太
宰

治
ー
言
葉
の
魔
術
師
」
と
題
し
た

記
念
講
演
が
行
わ
れ
た
の
に
続
き
、
 

長
年
桜
桃
忌
世
話
人
と
し
て
尽
力

さ
れ
て
き
た
小
野
正
文
さ
ん
と
小

山
内
時
雄
さ
ん
に
感
謝
状
が
贈
ら

れ
ま
し
た
。
 

叫
年
ま
で
の
 
「
太宰
を
し
の
ぶ

会
」
 
に
変わ
っ
て
行
わ
れ
た
 
「
太
 

宰
治
の
生
誕
を
祝
う
会
」
 
に
は
約

百
二
十
人
の
太
宰
フ
ァ
ン
が
集
ま

り
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の

津
軽
三
味
線
が
流
れ
る
中
、
 

参
加
者
た
ち
は
 
「
太
宰は

人
を
喜
ば
せ
る
の
が
好
き

だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
生
誕

を
祝
う
会
も
き
っ
と
喜
ん

で
い
る
で
し
ょ
う
」
 
と
話

し
、
な
ご
や
か
に
太
宰
に

つ
い
て
語
り
合
っ
て
い
ま

し
た
。
 

他
に
も
、
芦
野
公
園
近

く
の
楼
庭
利
弘
美
術
館
で

は
、
津
島
園
子
さ
ん
、
柴
 
 

▲
太
宰
に
届
け
と
 

思
い
を
込
め
て
歌
う
 

●

今
後
は
「祝
う
会
」
発
起
人
と
な
る

小
山
内
さ
ん
（
右
）
と小
野
さ
ん
 

田
み
ち
子
さ
ん
、
楼
庭
利
弘
さ
ん

の
作
品
を
展
示
す
る
 
「
三
人展
」
 

が
六
月
二
十
三
日
ま
で
開
催
さ
れ

大
勢
の
見
学
者
が
訪
れ
て
い
ま
し

た
。
 

芦
野
公
園
の
太
宰
文
学
碑
に
は
、
 

午
前
中
の
自
由
献
花
に
約
百
名
の

太
宰
フ
ァ
ン
が
訪
れ
ま
し
た
。
 

太
宰
の
幼
少
時
代
に
子
守
り
を

し
て
い
た
近
村

（
越野
）
タ
ケ
の

五
女
、
柏
崎
節
さ
ん

（
八戸
市
白
 
 

銀
）
も
献
花
に
来
て
い
た

一
人
。
 

柏
崎
さ
ん
は
、
十
四
、
五
歳
の
こ

ろ
に
太
宰
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
 

そ
の
時
の
思
い
出
を

「
具
合
が悪

く
て
家
で
寝
て
い
た
ら
、
 
「
金
木

の
津
島
だ
』
と
言
っ
て
男
の
人
が

入
っ
て
来
て
。
あ
ば

（
タ
ケさ
ん
）
 

か
ら
よ
く
金
木
の
話
を
聞
い
て
い

た
の
で
す
ぐ
太
宰
さ
ん
だ
と
分
か

り
ま
し
た
。
で
も
、
当
時
は
有
名

な
作
家
だ
と
は
知
ら
な
く
て
、
ぼ

さ
っ
と
し
た
感
じ
の
人
だ
な
あ
と

思
い
ま
し
た
」
と
当
時
の
印
象
を

語
っ
て
い
ま
し
た
。
 

桜
桃
忌
か
ら
生
誕
祭
に
変
わ
っ

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
抱
い

た
人
た
ち
が
太
宰
文
学
碑
に
白
菊

を
さ
さ
げ
、
太
宰
を
し
の
ん
で
い

ま
し
た
。
 

明るいムードで 

催し多彩に 

▲ 「献花に訪れたのは

初めて」と柏崎さん 
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▲「祝、協会設立」ファミングレディースさく らの面々 
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金約安性農業静錦鍛立総会 

県
内
初
の
 

組
織
ノ
 

金
木
町
女
刊
農
業
者
年
金
協
会

の
設
立
総
会
が
七
月
二
日
、
会
員
、
 

関
係
機
関
な
ど
合
わ
せ
て
三
＋
三

名
が
出
席
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
の
老
 
 

後
生
活
の
安
定
と
農
業
経
営
の
若

返
り
や
規
模
拡
大
を
図
る
た
め
に

作
ら
れ
た
国
の
制
度
で
、
国
民
年

金
に
上
乗
せ
し
て
受
け
取
る
年
金

で
す
。
こ
の
制
度
は
昭
和
四
十
六

年
に
始
ま
り
、
平
成
八
年
か
ら
は

農
地
を
も
た
な
い
女
性
農
業
者
も

加
入
対
象
に
な
り
ま
し
た
。
平
成

十

一
年
七
月
現
在
の
県
内
の
女
性

加
入
者
は
四
十
七
人
で
、
金
木
町
 

は
県
内
で
最
も
多
い
ニ
＋
七
人
が

加
入
し
て
い
ま
す
。
 

農
業
者
年
金
協
会
は
県
内
の
六

十

一
市
町
村
で
活
動
し
て
い
ま
す

が
、
女
性
農
業
者
だ
け
を
対
象
と

し
て
の
協
会
設
立
は
、
県
内
で
は

金
木
町
が
初
め
て
（
全
国
で
も
九

番
目
）
。
設
立
総
会
に
は
農
業
者

年
金
基
金
や
全
国
農
業
会
議
所
、
 

青
森
県
農
業
者
年
金
協
会
な
ど
が

お
祝
い
に
駆
け
付
け
、
「
金木
町
に

こ
の
よ
う
な
団
体
が
で
き
た
こ
と

は
、
と
て
も
心
強
く
青
森
県
の
見

本
と
な
り
ま
す
。
金
木
町
が
模
範

と
な
り
他
の
市
町
村
に
も
波
及
し
、
 

団
体
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
ま

す
。
結
東
を
固
め
て
楽
し
い
協
会

づ
く
り
を
目
指
し
て
下
さ
い
」
 
と

激
励
の
言
葉
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
 

こ
の
日
の
総
会
で
は
、
役
員
の

選
任
を
行
い
、
会
長
に
其
田
文
子

さ
ん

（川
倉
）
、
副
会
長
に
徳
田

静
子
さ
ん

（
蒔
田
）
、
秋
村
京
子

さ
ん

（
嘉
瀬
）
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
 

其
田
会
長
は
 
「
最初
は
農
業
委
員
 
 

会
や
友
人
に
勧
め
ら
れ
て
農
業
者

年
金
に
加
入
し
た
が
、
受
給
時
の

老
後
に
つ
い
て
考
え
る
と
本
当
に

入
っ
て
良
か
っ
た
と
思
う
。
今
後

は
農
業
者
年
金
の
制
度
を
も
っ
と
 

P
R
し
、
友
達
を
増
や
し
て
い
き

た
い
。
協
会
が
仲
間
づ
く
り
の
場

に
な
れ
ば
」
 
と
抱負
を
語
っ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
会
の
名
称
は
、町

の
花
の
 「
さ
く
ら
」
を
ア
ピ
ー
ル

し
た
女
性
ら
し
い
名
前
の
 
「フ
ァ
 

ー
ミ
ン
グ
レ
デ
ィ
ー
ス
さ
く
ら
」
 

に
決
定
し
ま
し
た
。
 

協
会
は
今
後
、
農
業
者
年
金
制

度
の
周
知
、
加
入
促
進
を
図
る
と

と
も
に
女
性
農
業
者
の
地
位
、
役

割
の
向
上
を
目
指
し
な
が
ら
加
入

者
相
互
の
親
ぽ
く
を
深
め
る
活
動

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
 

其 田 文子会長 

▲和やかなムードで交流を深める 
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ビスを受けるための手続き 介護サ 

、司
丁

、
上ー

 

け
書
 
査
 

つ
見
 

調
 

「
拶
「
い
 

被
保
険
者
 

．“一 	 V 	 、 

ビス 
在宅で受「ナられるサービス 施設で受【ナられるサービス J 介護サ 

C. 

申請からサービスを受けるまで 

介護サービス計画 
（ケアプラン）の作成 
本人の希望をもとに介護サービスの 

専門家がサービスの利用計画をつくります 

サービス 
ほるほをン」 	内容を 

決める 

	▽ 

	J 

、 甲請？ 

	ン 
不服申し立て 

	ノ 

申し込み 

介
護
認
定

審
査
会
 

該当 

、
 

介
護
保
険
審
査
会
 

/
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
ま
で
の
し
く
み
 

●

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
に
は
 

「申
請
」
 
と
「
認定
」
 
が必
要

医
療
は
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も

健
康
保
険
被
保
険
証
を
持
っ
て
い

け
ば
、
医
療
機
関
で
必
要
な
医
療

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
 

し
か
し
、
介
護
保
険
で
は
専
門

家
が

「
こ
の
人
は
介
護
を
必
要
と

す
る
」
と
認
定
し
て
初
め
て
、
介

護
保
険
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

そ
し
て
こ
の
認
定
を
受
け
る
に

は
介
護
を
受
け
た
い
本
人
、
あ
る

い
は
そ
の
家
族
な
ど
が
申
請
を
行

い
ま
す
。
 

●

運
営
・
サ
ー
ビ
ス
介
護
の
提
供

は
町
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
と
提
供

は
町
が
責
任
を
持
っ
て
行
う
の
が

原
則
で
す
。
 

本
町
で
は
申
請
は
 
「
町」
、
認

定
は
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
で

設
置
す
る
「
介
護
認
定
審
査
会
」
 

で
行
い
ま
す
。
 

介
護
を
受
け
た
い
人
は
住
ん
で

い
る
町
の
窓
ロ
に
申
請
を
し
ま
す
。
 
 

●

町
が
「
調
査
票
」
と
「
意
見
書
」
 

を
介
護
認
定
審
査
会
に
提
出
 

申
請
が
出
さ
れ
る
と
、
ま
ず
は

調
査
員
が
申
請
者
本
人

（
介護
を

必
要
と
す
る
人
）
の
自
宅
を
訪
問

し
ま
す
。
 

そ
こ
で
は
主
に
 
「
日常
生
活
の

能
力
」
や
 
「
医
学
的な
管
理
の
必

要
度
」
 
の
二点
か
ら
そ
の
症
状
を

面
接
調
査
し
ま
す
。
 

調
査
に
当
た
っ
て
は
、
全
国
共

通
の
調
査
票
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま

す
。
 

こ
こ
ま
で
が
 「
第
一
次
判
定
」
 

と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
 

ま
た
町
は
、
申
請
者
本
人
が
普

段
受
診
し
て
い
る
医
師
（
主
治医
）
 

に
申
請
者
の
症
状
に
関
す
る
意
見

書
の
作
成
を
依
頼
し
、
「調
査
票
」
 

と
「
意
見
書
」
を
介
護
認
定
審
査

会
に
提
出
し
ま
す
。
 

●

第
ニ
次
判
定
後
、
要
介
護
の
区

分
が
判
定
さ
れ
る
 

介
護
認
定
審
査
会
は
医
療
や
保

健
、
福
祉
な
ど
の
分
野
の
複
数
の

専
門
家
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

審
査
会
は
、
第

一
次
判
定
を
受
 
 

け
、
 
「
第
二次
判
定
」
を
行
い
ま

す
 

。
 こ

の
結
果
が
最
終
結
果
と
な
り
、
 

要
介
護
認
定
の
区
分
が
判
定
さ
れ

ま
す
。
 

※
 
判
定
結
果
に
不
服
が
あ
る
と

き
は
、
県
に
設
置
さ
れ
た
介
護
保

険
審
査
会
に
不
服
申
立
て
が
で
き

ま
す
。
 

●

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
ケ
ア

プ
ラ
ン
を
作
成
 

要
介
護
度
の
区
分
に
よ
っ
て
、
 

介
護
保
険
か
ら
支
払
わ
れ
る
限
度

額
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
 

し
か
し
、
人
に
よ
っ
て
症
状
や

環
境
は
様
々
な
の
で
、
そ
の
限
度

額
範
囲
内
で
個
人
個
人
に
あ
っ
た

介
護
メ
ニ
ュ
ー
を
作
成
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

こ
の
介
護
メ
ニ
ュ
ー
を

「
ケ
ア

で
フ
ン
」
と
い
い
ま
す
。
 

ケ
ア
プ
ー
フ
ン
を
作
成す
る
の
は
、
 

本
人
や
家
族
だ
け
で
も
い
い
の
で

す
が
、
よ
り
効
果
的
な
も
の
に
す

る
た
め
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に

依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

こ
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
 
 

は
依
頼
が
あ
れ
ば
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー

（
介護
支
援
専
門
員
）
が
本

人
や
家
族
の
希
望
を
聞
き
な
が
ら
、
 

限
度
額
範
囲
以
内
で
ケ
ア
プ
ラ
ン

を
作
成
し
ま
す
。
 

そ
の
費
用
は
介
護
保
険
か
ら
支

払
わ
れ
ま
す
。
 

も
し
限
度
額
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
 
 

を
希
望
す
る
場
合
は
、
限
度
額
を

超
え
た
サ
ー
ビ
ス
額
は
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。
 

◇
 
要
介
護
認
定
は
原
則
と
し
て

六
か
月
ご
と
に
更
新
し
て
い
く
予

定
な
の
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
も
そ
の

た
び
に
見
直
し
て
い
く
予
定
で
す
。
 

(5）広報かなぎ 


