


身
近
に
遭
遇
し
た
介
護
事
件

民
医
連
の
友
の
会
員
の
川
田
さ
ん
（
仮
名
）

は
、
介
護
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
を
し
て
い
る
が
、

こ
の
夏
、
思
い
が
け
な
い
事
件
に
遭
遇
し
た
。

担
当
し
て
い
た
利
用
者
宅
で
起
き
た
介
護
事
件

だ
。
寝
た
き
り
の
母
親
（
80
代
）
に
、
介
護
者
で

あ
る
息
子
（
50
代
）
が
手
を
か
け
た
。

川
田
さ
ん
は
驚
い
た
。
事
件
が
起
こ
る
一
時

間
前
に
、
そ
の
お
宅
か
ら
タ
ク
シ
ー
の
予
約
が

入
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
だ
。
行
き
先
は
介

護
施
設
。
電
話
を
か
け
て
き
た
息
子
は
、
翌
日

か
ら
母
親
が
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
使
う
と
話
し
、

と
く
に
変
わ
っ
た
様
子
は
な
か
っ
た
。

「
衝
動
的
な
行
為
だ
と
思
う
」
と
、
川
田
さ
ん

は
い
う
。
こ
の
親
子
を
知
っ
て
数
年
だ
が
、
息

子
か
ら
「
若
い
頃
に
苦
労
を
か
け
た
母
を
大
事

に
し
た
い
」
と
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

公
営
団
地
に
親
子
二
人
暮
ら
し
。
倒
れ
た
母

親
を
介
護
す
る
た
め
、
息
子
は
仕
事
を
辞
め
て

い
た
。
介
護
し
て
約
一
〇
年
、
介
護
ノ
ー
ト
な

特集 

介
護
保
険
は
い
ま

10
年
を
経
て
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
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2009年は 
10月まで 

「介護殺人・介護心中」の件数 

介護保険施行からまる10年が過ぎた。最近目につくのは、介護殺人

や心中など介護をめぐる事件だ。「介護は社会で担う」という制度導入の

目的はどうなっただろう？ また、厚生労働省は2012年を目指し、制度

見直しを始めているが、その内容は私たちの不安を拭うものになるの

か？ 11月11日「いい介護の日」を前に。 木下直子記者

栗山さんの地域の団地



訪
れ
た
。
そ
の
人
は
町
内
会
活
動
を
通
じ
て
夫

婦
と
知
り
あ
い
で
、
夫
の
逮
捕
後
に
も
面
会
し

よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
時
は
突
然
す

ぎ
て
ひ
と
言
も
話
せ
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の

後
す
ぐ
夫
は
部
屋
を
引
き
払
っ
た
。
行
方
が
分

か
ら
ず
、
近
隣
の
人
た
ち
に
は
心
残
り
が
あ
る
。

◆

介
護
事
件
に
は
公
式
統
計
が
な
い
が
、
こ
ん

な
報
道
も
あ
る
。「
介
護
保
険
開
始
の
二
〇
〇
〇

年
か
ら
〇
九
年
一
〇
月
ま
で
に
、
高
齢
者
介
護

を
め
ぐ
る
家
族
や
親
族
間
で
の
殺
人
、
心
中
な

ど
で
介
護
さ
れ
る
人
が
亡
く
な
る
事
件
が
少
な

く
と
も
四
〇
〇
件
。
殺
人
は
五
九
％
（
う
ち
承

諾
六
％
、
嘱
託
三
％
）、
傷
害
致
死
一
一
％
、
保

護
責
任
者
遺
棄
致
死
四
％
、
心
中
は
二
四
％
。

〇
六
年
か
ら
は
年
間
五
〇
件
を
超
す
ペ
ー
ス
」。

な
お
、
被
告
（
加
害
者
）
の
四
一
％
が
執
行
猶
予

つ
き
の
判
決
だ
っ
た
（「
東
京
新
聞
」）。

家
族
は
制
度
に「
追
い
つ
め
ら
れ
て
」

冒
頭
で
紹
介
し
た
事
件
は
、
息
子
が
介
護
事

業
所
に
「
や
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
電
話
を
か
け
て

き
て
発
覚
し
た
。
事
業
所
関
係
者
は
「
い
ま
の

介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
の
必
要
な
人
、
介
護

を
支
え
て
い
る
人
た
ち
に
圧
倒
的
に
足
り
て
い

な
い
。
介
護
者
は
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
っ
た
よ

う
に
思
う
」
と
、
取
材
に
答
え
て
く
れ
た
。

母
親
に
は
お
腹
か
ら
栄
養
を
と
る
た
め
の
胃

ろ
う
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
介
護
度
も
重
か
っ

た
。
こ
の
家
庭
は
、
在
宅
で
の
介
護
を
選
ん
で
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ど
も
熱
心
に
つ
け
、「
よ
く
や
っ
て
い
る
」
と
周

り
が
い
う
ほ
ど
だ
っ
た
。
近
隣
の
お
年
寄
り
の

ゴ
ミ
捨
て
な
ど
を
引
き
受
け
た
り
す
る
人
の
良

さ
も
あ
っ
た
。
罪
を
軽
く
し
て
や
っ
て
ほ
し
い
、

と
い
う
声
も
あ
が
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

夫
が
認
知
症
の
妻
を

川
田
さ
ん
の
よ
う
な
報
告
は
、
他
か
ら
も
複

数
あ
が
っ
て
い
る
。
読
者
の
栗
山
さ
ん
（
仮
名
）

の
地
域
の
団
地
で
も
、
八
一
歳
の
夫
が
八
二
歳

の
妻
を
殺
害
す
る
事
件
が
。
介
護
保
険
は
利
用

せ
ず
、
夫
が
認
知
症
の
妻
を
み
て
い
た
。
事
件

直
前
、
夫
に
病
気

が
見
つ
か
り
、
入

院
・
手
術
が
必
要

と
い
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

「
ご
主
人
は
『
自
分

の
身
に
何
か
あ
れ

ば
、
妻
も
ダ
メ
だ
』

と
思
い
詰
め
た
よ

う
で
す
」
と
、
栗
山

さ
ん
。

事
件
後
半
年
ほ

ど
で
出
た
判
決
に

は
執
行
猶
予
が
つ

い
た
。
そ
れ
か
ら

ほ
ど
な
く
町
内
会

の
あ
る
役
員
宅
を
、

釈
放
さ
れ
た
夫
が

い
た
が
、
そ
も
そ
も
胃
ろ
う
や
痰
の
吸
引
な
ど
、

医
療
上
の
管
理
が
必
要
な
人
は
、
施
設
が
受
け

入
れ
な
い
こ
と
も
多
い
。
介
護
報
酬
が
低
い
た

め
、
経
営
を
維
持
す
る
に
は
ギ
リ
ギ
リ
の
人
手

で
運
営
す
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。
か
と
い
っ
て
、

介
護
保
険
外
の
自
費
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
は
、
介

護
で
仕
事
を
辞
め
た
身
で
は
考
え
よ
う
が
な
い
。

事
件
発
生
の
数
カ
月
前
か
ら
息
子
に
明
ら
か

な
介
護
疲
れ
が
出
て
い
た
。
事
業
所
で
も
気
に

し
て
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
自
治
体
窓

口
に
事
情
を
話
し
、
対
応
を
求
め
て
い
た
。

事
件
当
日
、
息
子
は
早
朝
「
母
の
調
子
が
悪

い
」
と
、
泣
き
な
が
ら
電
話
を
し
て
き
た
そ
う

だ
。
緊
急
に
訪
問
し
た
ス
タ
ッ
フ
は
「
も
う
、
看

ら
れ
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
聞
い
た
。
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
も
そ
ん
な
状
態
の
介
護
者
を
休
ま
せ

◆「介護で仕事続かず」年10万人超…家族介護

や看護のため離職や転職をした人が年間10万人

を超えた（厚労省）。02年10月から１年間の

離・転職は7万9400人だったが年々増加、06年

10月からの１年間では12万9400人。このうち

8割が60歳未満、介護問題が現役世代に深刻に

影響している。60.2％（7万7900人）が40～59

歳、15～39歳が20.3％（2万6300人）、60歳以

上が19.5％（2万5200人）。

家
族
に

の
し
か
か
る
介
護

「いまの介護保険では圧倒的に足りない」
と介護事業所の職員は―
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る
た
め
、
こ
の
事
業
所
が
受
け
入
れ
施
設
を
探

し
、
頼
み
こ
ん
で
手
配
し
た
も
の
だ
っ
た
。
し

か
し
そ
の
夜
、
事
件
は
起
き
て
し
ま
っ
た
。

事
業
所
が
事
件
を
自
治
体
に
報
告
し
た
際
、

担
当
者
は
「
家
事
援
助
の
ヘ
ル
パ
ー
が
使
え
て

い
れ
ば
…
」
と
反
応
し
た
そ
う
だ
。
家
族
が
同

居
の
場
合
、
炊
事
な
ど
の
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス

が
使
え
な
い
問
題
に
触
れ
た
発
言
だ
。

「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
は
出
て
い
た
の
に
…
」
と
事
業
所
の

管
理
者
。「
介
護
す
る
人
に
配
慮
し
た
サ
ー
ビ
ス

は
も
っ
と
あ
っ
て
い
い
。
事
件
の
原
因
を
介
護

者
や
事
業
所
に
求
め
る
と
事
の
本
質
を
見
誤
る
。

国
は
介
護
現
場
の
悲
鳴
か
ら
逃
げ
な
い
で
ほ
し

い
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
介
護
殺
人
や
心
中
の

ニ
ュ
ー
ス
を
み
て
『
他
人
事
じ
ゃ
な
い
』『
身
近

で
起
き
て
も
不
思
議
は
な
い
』
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
状
況
が
あ
る
こ
と
自
体
、
恐
ろ
し
い
と

思
い
ま
せ
ん
か
？
」
記
者
に
も
こ
ん
な
言
葉
が

投
げ
か
け
ら
れ
た
。

利
用「
で
き
な
い
」「
さ
せ
な
い
」保
険

全
日
本
民
医
連
で
は
、
利
用
者
・
介
護
職
員

の
両
方
の
立
場
か
ら
介
護
保
険
制

度
の
問
題
点
を
発
信
し
、
改
善
を

求
め
て
き
た
。
介
護
保
険
一
〇
年

の
現
状
を
「
利
用
で
き
な
い
・
利
用

さ
せ
な
い
介
護
保
険
」
だ
と
、
全
日

本
民
医
連
の
林
泰
則
事
務
局
次
長

は
評
価
す
る（
写
真
）
。

制
度
発
足
か
ら
三
度
の
見
直
し

年
　
四
月
に
介
護
保
険
制
度
が
施
行

準
備
不
足
の
「
見
切
り
発
車
」
で
利
用
者
、

事
業
所
、
自
治
体
は
混
乱

◇
小
泉
内
閣
発
足

﹇
01
年
﹈

◇
社
会
保
障
費
毎
年
二
二
〇
〇
億
円
削
減
﹇
02
年
﹈

年
　
初
め
て
の
制
度
見
直
し

介
護
報
酬
マ
イ
ナ
ス
二
・
三
％
、
施
設
づ
く

り
な
ど
へ
の
国
庫
補
助
が
減
額
・
廃
止

「
給
付
適
性
化
」
対
策
が
始
ま
り
、
同
居
家
族

の
い
る
人
へ
の
生
活
援
助
の
抑
制

◇
改
正
介
護
保
険
法
が
成
立
。「
制
度
の
持
続
」

が
最
大
の
目
的
に
さ
れ
た

﹇
05
年
﹈

2003

介
護
保
険
10
年
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　　 2004年、2006年、2009年は厚労省発表 

年
　
二
度
目
の
見
直
し
・
改
正
介
護
保
険
法
が

施
行
。
介
護
報
酬
は
二
・
四
％
の
マ
イ
ナ
ス
。

「
予
防
給
付
」
の
名
で
軽
度
者
か
ら
介
護
の
と

り
あ
げ
。

一
〇
月
か
ら
要
介
護
１
以
下
の
軽
度
者
へ
の

福
祉
用
具
の
利
用
制
限

※
コ
ム
ス
ン
の
不
正
事
件
が
発
覚

◇
民
医
連
介
護
一
〇
〇
〇
事
例
調
査

﹇
08
年
﹈

次
の
よ
う
な
特
徴
が
浮
か
ん
だ

高
齢
者
の
厳
し
い
経
済
状
況
…
介
護
費
用
が
負

担
で
き
ず
、
サ
ー
ビ
ス
が

受
け
ら
れ
な
い

給
付
の
抑
制
が
影
響
…
サ

ー
ビ
ス
利
用
を
控
え
た
り
、

や
め
た
り
す
る
傾
向
が
強

ま
り
、
利
用
者
や
家
族
の

生
活
に
支
障

行
き
場
が
な
い
…
何
年
も

施
設
入
所
待
ち
が
。
医
療

の
必
要
な
人
が
施
設
利
用

や
入
所
を
断
ら
れ
る

年
　
三
度
目
の
制
度
見
直
し
。
初
め
て
介
護

報
酬
が
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
が
、
三
％
止
ま
り
で

底
上
げ
に
な
ら
ず
。
要
介
護
認
定
制
度
見
直

し
で
判
定
が
軽
度
化
の
傾
向
に
。

介
護
職
員
の
処
遇
改
善
交
付
金
が
開
始
に

◇
特
養
ホ
ー
ム
の
待
機
者
四
二
万
人
と
発
表

※
総
選
挙
で
民
主
党
政
権
が
誕
生

所
在
不
明
高
齢
者
が
社
会
問
題
に

﹇
10
年
﹈

◇
二
〇
一
二
年
に
む
け
制
度
見
直
し
論
議
開
始

2009 2006

2000



が
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
び
に
国
民
の
費
用
負
担

が
増
え
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
抑
制
さ
れ
、
事
業

所
が
受
け
と
る
介
護
報
酬
も
下
が
っ
た（
資
料
）。

介
護
は
「
社
会
で
担
う
」
ど
こ
ろ
か
、
崩
壊
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
。
前
段
で
紹
介
し
た
介
護

事
件
の
発
生
な
ど
は
、
そ
れ
が
最
悪
の
形
で
表

れ
た
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
。

利
用
者
や
介
護
者
を
お
き
ざ
り
に
し
、「
制
度

の
維
持
」
だ
け
重
視
さ
れ
た
背
景
に
は
、
〇
二

年
か
ら
小
泉
内
閣
が
強
行
し
た
、
社
会
保
障
費

を
毎
年
二
二
〇
〇
億
円
削
減
す
る
と
い
う
政
策

が
あ
っ
た
（
〇
二
年
度
は
三
〇
〇
〇
億
円
）。

ど
う
な
る
？
　
介
護
保
険
見
直
し

介
護
保
険
の
次
の
改
定
は
二
〇
一
二
年
。
こ

の
間
、
厚
労
省
で
は
専
門
家
や
介
護
者
な
ど
に

よ
る
審
議
会
が
も
た
れ
て
き
た
。
結
果
が
「
答

申
」
と
し
て
出
る
の
は
一
一
月
。
そ
れ
を
受
け
、

来
年
（
一
一
年
）
の
国
会
に
改
正
法
案
提
出→

成

立→

一
二
年
四
月
に
施
行
、
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
で
す
す
め
ら
れ
る
。

審
議
の
中
心
は
「
持
続
可
能
な
制
度
の
構
築
」

と
「
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
あ
り
方
」。
介
護
崩
壊
の

現
状
を
踏
ま
え
、
少
し
は
良
い
も
の
が
出
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
？

「
残
念
な
が
ら
、
〇
五
年
時
と
視
点
は
変
わ

っ
て
い
な
い
。
介
護
者
や
家
族
を
ど
う
支
え
る

か
で
な
く
『
財
政
』
が
最
優
先
。
給
付
抑
制
や
負

担
増
が
先
行
し
て
い
ま
す
」
と
、
林
次
長
。

こ
と
し
一
月
の
講
演
で
厚
労
省
の
官
僚
は

「
介
護
保
険
料
徴
収
の
対
象
年
齢
を
二
〇
〜
三

〇
代
に
拡
大
」「
利
用
料
一
割
負
担
を
二
割
に
」

「
軽
度
者
を
介
護
保
険
か
ら
除
外
」「
生
活
援
助

は
保
険
外
」
な
ど
の
方
向
性
を
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
介
護
保
険
へ
の
国
民
の
「
意
見
募
集
」
で

は
政
府
の
考
え
が
露
骨
に
垣
間
見
え
た
。「
費

用
負
担
」
の
考
え
を
聞
く
項
目
で
示
さ
れ
た
選

択
肢
は
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
充
実
の
た

め
保
険
料
値
上
げ
」
か
「
保
険
料
は
値
上
げ
せ
ず

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
削
る
」
と
い
う
、
ど
ち
ら
も

選
べ
な
い
よ
う
な
シ
ロ
モ
ノ
だ
っ
た
の
だ
。

ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
と
し
て
打

ち
出
さ
れ
た
の
は
「
地
域
包
括
ケ
ア
」
と
い
う
構

想
。
二
四
時
間
巡
回
型
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
や
、

お
泊
ま
り
デ
イ
、
医
療
と
介
護
の
連
携
を
強
め

る
、
な
ど
魅
力
的
な
文
言
が
並
ぶ
。

「
高
齢
者
の
願
い
を
反
映
し
て
い
る
面
は
あ

り
ま
す
が
」
と
、
林
次
長
は
問
題
を
指
摘
す
る
。

こ
こ
に
は
介
護
保
険
一
〇
年
の
検
証
が
い
っ
さ

い
な
い
う
え
、「
公
」
の
担
う
比
重
を
減
ら
し
、

近
隣
の
助
け
合
い
や
自
己
責
任
を
強
調
す
る
の

が
構
想
の
「
理
念
」。
低
所
得
者
が
い
ま
以
上
に

介
護
か
ら
排
除
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

介
護
を「
産
業
」と
み
る
菅
政
権

菅
政
権
の
「
新
成
長
戦
略
」
で
は
、「
介
護
」
は

マ
ー
ケ
ッ
ト
と
雇
用
を
創
出
す
る
「
産
業
」
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
見
直
し
に
は
い

ま
ま
で
な
い
ほ
ど
財
界
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た

の
も
特
徴
。
同
時
期
に
経
済
産
業
省
が
出
し
た

「
産
業
構
造
ビ
ジ
ョ
ン
」
は
「
公
的
保
険
の
依
存

か
ら
の
脱
却
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。

一
二
年
は
介
護
と
同
時
に
診
療
報
酬
の
改
定

も
予
定
さ
れ
て
い
る
。
一
〇
年
、
二
〇
年
先
の

高
齢
者
の
増
加
を
見
越
し
て
医
療
・
介
護
の
供

給
体
制
を
「
安
上
が
り
に
」
切
り
替
え
た
い
政
府

に
は
、
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
わ
け
だ
。

◆

「
介
護
は
憲
法
二
五
条
も
保
障
す
る
私
た
ち

の
権
利
で
す
。
こ
の
秋
は
、
介
護
保
険
を
抜
本

改
善
さ
せ
る
運
動
を
す
す
め
る
私
た
ち
に
と
っ

て
大
事
な
ん
で
す
。
政
府
の
『
見
直
し
』
の
問
題

点
を
知
ら
せ
て
い
き
た
い
。
利
用
者
や
共
同
組

織
の
み
な
さ
ん
と
力
を
あ
わ
せ
て
現
場
か
ら
介

護
保
険
一
〇
年
を
検
証
し
、
声
を
あ
げ
て
い
く

『
介
護
ウ
エ
ー
ブ
』
を
大
き
く
し
た
い
」（
林
次
長
）
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