
は

じ

め

に

|
由
主
義
的
福
祉
国
家
を
中
心
に

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

九
九

（
六
一
九
）

近
年
福
祉
国
家
、
福
祉
政
策
の
あ
り
方
を
問
う
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
経
済
・
産
業
構
造
の
あ
り
方
の
変
化
、
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
新
し
い
環
境
が
も
た
ら
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
に
よ
っ
て
福
祉
国
家
は
縮
小
・
衰
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
悲
観
的

な
見
解
、
従
来
福
祉
国
家
が
脆
弱
と
さ
れ
て
い
る
地
域
で
も
福
杜
国
家
を
縮
小
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
、
あ
る
い
は
、
各

福
祉
国
家
は
そ
れ
ま
で
の
福
祉
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
異
な
る
方
法
で
新
し
い
環
境
に
対
処
し
た
と
い
う
見
解
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
脱
工

業
化
が
福
祉
国
家
を
促
進
す
る
要
因
に
な
る
と
い
う
見
解
な
ど
に
大
き
く
は
分
か
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
福
祉
国
家
、
福
祉
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
は
決
着
し
た
と
は
言
い
が
た
い
と
は
い
え
、
高
度
経
済
成
長
と
政
府
の
政
策
に

よ
っ
て
多
く
の
労
働
者
、
あ
る
い
は
国
民
全
体
に
安
定
し
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
約
束
さ
れ
て
い
た
黄
金
時
代
の
福
祉
国
家
と
も
言
う
べ

き
状
況
か
ら
変
化
し
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

廣

J II 

嘉

裕



を
明
ら
か
に
す
る
。 第

五
五
巻
三
号

こ
う
し
た
動
き
は
、
福
祉
や
労
働
の
分
野
で
政
府
の
関
与
・
介
入
の
度
合
い
の
高
く
な
い
自
由
主
義
的
な
福
祉
国
家
で
顕
著
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
も
と
も
と
そ
れ
ほ
ど
水
準
の
高
く
な
か
っ
た
政
府
に
よ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
労
働
市
場
に
お
け
る
規
制
な
ど
が
経
済
の
活

性
化
を
妨
げ
て
い
る
と
し
て
、
自
由
主
義
的
な
福
祉
国
家
で
は
と
り
わ
け
保
守
政
権
期
に
新
し
い
経
済
環
境
に
対
応
す
べ
く
大
き
な
福
祉

し
か
し
な
が
ら
、
福
祉
政
策
や
労
働
市
場
に
お
け
る
政
府
介
人
の
度
合
い
を
低
め
て
市
場
の
自
動
調
整
に
任
せ
れ
ば
不
況
や
失
業
が
克

服
さ
れ
て
問
題
は
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
自
由
主
義
的
な
福
祉
改
革
や
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ

る
。
こ
う
し
た
改
革
を
行
な
っ
た
国
で
は
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
た
労
働
市
場
に
お
け
る
不
平
等
が
拡
大
し
、
労
働
市
場
の
固
辺
に
置
か
れ
た

者
は
低
賃
金
・
低
技
能
の
職
と
失
業
を
繰
り
返
す
か
恒
常
的
に
労
働
市
場
に
参
入
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
新
し
い
経
済
状
況
に
対
し
て
先
進
諸
国
が
行
な
っ
た
福
祉
国
家
の
再
編
の
方
向
性
を
や
や
包
括
的
視
点
か
ら
概
観

す
る
。
そ
し
て
、
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
た
う
え
で
そ
の
福
祉
国
家
・
労
働
市
場
の
あ
り
方
と
そ
の
制
度
的
特
徴
を
反

映
し
て
な
さ
れ
た
福
祉
国
家
・
労
働
市
場
の
再
編
の
問
題
点
を
検
討
す
る
。

構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
先
進
社
会
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
見
ら
れ
る
現
象
と
し
て
、
福
祉
国
家
の
黄
金
の
三

0
年
と
い
わ
れ

た
時
代
の
状
況
（
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
）
と
そ
の
揺
ら
ぎ
、
そ
し
て
そ
の
揺
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
新

し
い
タ
イ
プ
の
福
祉
の
あ
り
方
（
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
主
義
的
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
型
脱
国
家
的
体
制
）
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
に
、
自
由
主

義
的
な
福
祉
国
家
・
労
使
関
係
の
特
徴
を
ま
と
め
、
そ
の
再
編
に
つ
い
て
説
明
し
、
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
と
っ
て
の
問
題
点
と
課
題

政
策
、
労
働
政
策
の
見
直
し
が
行
な
わ
れ
た
。

あ
る
。

関
法

1
0
0
 
（
六
二

0
)



は
じ
め
た
い
。

祉
国
家
に
は
ア
メ
リ
カ
を
そ
の
典
型
と
し
て
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

リ
ス
な
ど
、

1
0
 

（六一―-）

こ
こ
で
対
象
と
す
る
福
祉
国
家
は
、
主
と
し
て
エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
い
う
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
で
あ
る
。
自
由
主
義
的
福

ァ
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
が
含
ま
れ
る
。
中
で
も
本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
動
向
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。

自
由
主
義
的
福
祉
国
家
を
主
た
る
対
象
と
し
て
扱
う
理
由
は
、
近
年
先
進
諸
国
で
注
目
さ
れ
て
い
る
格
差
の
拡
大
や
社
会
的
排
除
の
問

題
が
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
い
て
顕
著
に
で
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
問
題
の
背
景
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
で
政
策

第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
経
済
・
産
業
構
造
の
変
動
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
動
揺
す
る
ま
で
福
祉
国
家
は
先
進
社

会
に
お
い
て
順
調
に
発
達
し
た
。
ま
ず
そ
れ
を
可
能
に
し
た
経
済
発
展
、
社
会
的
な
調
整
の
様
式
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
か
ら
検
討
を

戦
後
し
ば
ら
く
続
い
た
、
と
り
わ
け
〈
黄
金
の
一
―

1
0
年
〉
と
い
わ
れ
る
時
期
に
お
け
る
先
進
諸
国
の
経
済
は
、
工
業
部
門
を
中
心
と
し

た
経
済
成
長
を
可
能
に
し
た
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
工
業
生
産
性
の
向
上
に
よ
り
、
企
業
に
お
い
て
き
わ

め
て
単
純
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
労
働
を
行
な
う
半
熟
練
労
働
者
に
も
高
賃
金
が
保
証
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
大
量
消
費
が
さ
ら
な
る
経
済

(
2
)
 

発
展
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
は
も
と
も
と
一
企
業
が
労
働
者
の
抵
抗
•
離
反
を
防
ぐ
と
と
も
に
自
社
製
品
の
販
路
を
拡
大
す
る
た
め

に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ー
ド
は
、
流
れ
作
業
で
同
一
規
格
の
車
を
大
量
生
産
す
る
革
新
的
技
術
（
テ
イ
ラ
ー
シ

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
福
祉
国
家
と
そ
の
揺
ら
ぎ

的
対
応
の
課
題
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
や
と
く
に
一
九
八

0
年
代
か
ら
の
イ
ギ



第
五
五
巻
―
二
号

ス
テ
ム
）
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
を
通
じ
て
一
般
の
労
働
者
に
高
賃
金
を
与
え
る
こ
と
で
労
働
者
を
引
き
止
め
、
ま
た
自
社
が
製
造
し
た

製
品
の
買
い
手
に
労
働
者
を
組
み
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
に
お
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
転
じ
て
戦
後
の
先
進
諸

(
3
)
 

国
に
お
け
る
大
量
生
産
ー
大
量
消
費
型
の
国
民
的
な
経
済
成
長
体
制
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
の
は
、
労
働
者
の
側
が
テ
イ
ラ
ー
主
義
を
受
容
し
そ
の
見
返
り
と
し
て
経
営
者
の
側
が
生
産
性
イ

ン
デ
ッ
ク
ス
賃
金
を
保
障
す
る
と
い
う
妥
協
が
生
ま
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
生
産
性
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
賃
金
と
は
、
労
働
者
が
テ
イ
ラ
ー
主

義
、
つ
ま
り
科
学
的
管
理
法
に
よ
る
作
業
の
下
で
進
め
る
生
産
性
上
昇
に
協
力
す
る
代
わ
り
に
生
産
性
上
昇
が
も
た
ら
す
利
益
を
賃
金
引

上
げ
の
形
で
労
働
者
に
分
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
で
作
業
工
程
の
単
純
化
と
生
産
に
要
求
さ
れ
る
技
能
レ
ベ
ル
の
引

き
下
げ
に
よ
る
生
産
性
向
上
が
な
さ
れ
た
が
、
労
働
者
は
作
業
に
お
け
る
熟
練
や
判
断
力
、
自
主
性
を
奪
わ
れ
単
純
作
業
の
反
復
を
強
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
経
営
者
は
高
賃
金
で
も
っ
て
補
償
す
る
と
い
う
妥
協
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、

い
っ
た
ん
労
使
に
よ
る
妥
協
が
成
立
す
る
と
、
高
い
生
産
性
が
賃
金
上
昇
に
振
り
む
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
大
量
消
費
が

可
能
と
な
り
、
そ
の
大
量
消
費
は
再
び
大
量
生
産
を
刺
激
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
テ
イ
ラ
］
主
義
受
容
ー
生
産
性
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
賃
金
」

(
6
)
 

は
「
大
量
生
産
—
大
量
消
費
」
に
も
と
づ
く
経
済
成
長
の
誘
導
装
置
と
し
て
効
果
的
に
機
能
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
一
国
家
内
部
に
お
け
る
大
量
生
産
大
量
消
費
を
通
じ
た
成
長
は
、
福
祉
国
家
に
よ
っ
て
も
下
支
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
福
祉
国
家
は
自
ら
雇
用
を
創
出
し
た
り
景
気
政
策
を
行
な
う
こ
と
で
経
済
成
長
に
関
与
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
保
障
制

度
（
杜
会
的
賃
金
）
に
よ
っ
て
労
働
市
場
の
外
に
い
る
人
々
の
所
得
や
消
費
能
力
を
維
持
•
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
企
業
と
労
働
者
の

安
定
的
な
関
係
を
支
援
し
た
の
で
あ
る
。

ジ
ェ
ソ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
、

関
法

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
国
家
の
典
型
的
形
態
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
主

1
0
 

（
六
二
二
）
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義
的
福
祉
国
家
は
以
下
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
第
一
に
、
主
と
し
て
デ
ィ
マ
ン
ド
サ
イ
ド
の
管
理
を
通
じ
た
、
相

対
的
に
閉
鎖
的
な
国
民
経
済
に
お
け
る
完
全
雇
用
の
確
保
の
追
求
で
あ
り
、
第
一
一
に
成
長
の
完
全
雇
用
レ
ベ
ル
と
矛
盾
し
な
い
限
界
内
に

団
体
交
渉
を
規
制
し
た
り
、
全
市
民
が
経
済
成
長
の
果
実
を
共
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
内
的
有
効
需
要
を
確
保
し
う
る
よ
う
に
、

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
被
雇
用
者
を
こ
え
て
大
量
消
費
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
国
家
は
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
な
労
使
妥
協
の
中
で
労
働
者
の
交
渉
権
を
保
障
す
る
立
法
に
よ
り
経
営
者
の
交
渉
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
の
地
位
を
労
働
者
に
賦
与
し
、
雇
用
保
証
や
最
低
賃
金
立
法
、
社
会
保
障
を
実
施
し
た
り
、
景
気
政
策
（
財
政
•
金
融
政
策
）
に
よ

り
経
済
の
好
循
環
を
喚
起
す
る
な
ど
と
い
っ
た
か
た
ち
で
経
済
介
入
を
し
た
。
こ
う
し
た
政
策
に
よ
っ
て
、
安
定
し
た
直
接
賃
金
と
間
接

(8) 

賃
金
が
消
費
需
要
の
安
定
を
、
景
気
政
策
が
投
資
需
要
の
安
定
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
も
と
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
市
場
に
お
け
る
需
給
関
係
に
よ
っ
て
賃
金
・
所
得
が

調
整
・
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
労
使
間
の
交
渉
や
政
府
に
よ
る
介
入
な
ど
、
市
場
外
的
な
調
整
の
様
式
が
優
勢
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

団
結
権
の
承
認
と
労
使
の
団
体
交
渉
の
中
で
の
生
産
性
に
見
合
っ
た
賃
上
げ
の
実
現
1
1
生
産
性
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
賃
金
、
最
低
賃
金
制
度
の

導
入
に
よ
る
賃
金
の
底
上
げ
、
社
会
保
障
制
度
の
整
備
な
ど
に
よ
り
、
フ
ォ
ー
ド
が
生
み
出
し
た
大
量
生
産
大
量
消
費
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

(
9
)
 

マ
ク
ロ
な
政
治
経
済
体
制
の
中
で
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

福
祉
国
家
は
、
こ
の
よ
う
に
高
度
な
経
済
成
長
を
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
支
え
た
が
、
ま
た
福
祉
国
家
は
経
済
成
長
に
つ
れ
て
さ
ら
に
発

達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
政
府
の
諸
政
策
の
財
源
は
総
体
的
経
済
成
長
か
ら
く
る
租
税
収
入
の
増
大
に
依
拠
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
な
発
展
様
式
が
う
ま
く
機
能
し
経
済
が
成
長
す
れ
ば
、
政
府
の
活
動
量
が
増
え
、
広
範
な
社
会
保
障
政

(10) 

策
が
可
能
に
な
る
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
。
し
た
が
っ
て
福
祉
国
家
は
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
よ
る
経
済
成
長
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

1
 

0
1
――
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れ
を
支
え
つ
つ
発
達
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
そ
の
も
と
で
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
多
く
の
労
働
者
が
均
質
的
で
単
純
な
労

働
を
す
る
こ
と
で
大
き
な
利
益
が
生
み
出
さ
れ
る
構
造
で
あ
っ
た
た
た
め
、

生
活
も
安
定
的
に
改
善
さ
れ
て
い
た
。
政
府
も
労
働
条
件
の
向
上
の
た
め
の
政
策
や
自
ら
に
よ
る
雇
用
創
出
な
ど
で
そ
う
い
っ
た
状
況
を

後
押
し
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
市
場
の
外
に
い
る
人
々
の
生
活
も
経
済
成
長
に
よ
る
賃
金
稼
得
者
の
賃
金
上
昇
や
福
祉
政
策
に

そ
う
し
た
政
策
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
経
済
成
長
の
様
式
の
存
在
の
み
な
ら
ず
国
家
の
政
策
に
お
け
る
自
律
性
が
確
保

さ
れ
て
い
た
た
め
で
も
あ
る
。
戦
後
に
構
築
さ
れ
た
I
M
F
I
G
A
T
T
体
制
は
、
自
由
貿
易
と
そ
の
管
理
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
つ
ま

り
そ
こ
に
は
多
国
間
自
由
貿
易
を
原
則
と
し
な
が
ら
も
各
国
の
個
別
事
情
を
勘
案
し
、
自
由
貿
易
の
国
内
へ
の
衝
撃
を
各
国
が
あ
る
程
度

吸
収
す
る
手
段
が
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
資
本
取
引
が
原
則
規
制
さ
れ
て
各
国
は
自
律
的
に
経
済
政
策
を
実
施
で
き
る
と

(12) 

と
も
に
、
公
共
政
策
の
観
点
か
ら
の
貿
易
制
限
を
許
容
す
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
所
得
再
分
配
を
促
し
て
社
会
全
体
の
消
費
性
向
を
高
め
て
有
効
需
要
の
拡
大
に

成
功
し
た
。
ま
た
、
こ
の
中
で
は
、
国
際
資
本
移
動
が
制
限
さ
れ
て
民
間
投
資
は
可
能
な
限
り
国
内
に
向
け
ら
れ
、
民
間
投
資
が
不
足
す

れ
ば
公
共
事
業
投
資
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
政
策
が
国
民
の
福
祉
水
準
を
引
き
上
げ
、

シ
ス
テ
ム
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

関
法

ス
キ
ル
や
知
識
を
豊
富
に
も
た
な
い
者
の
経
済
生
活
、
労
働

一
国
単
位
で
の
完
結
し
た
大
量
生
産
大
量
消
費

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
が
機
能
し
て
い
た
時
期
に
は
企
業
も
福
祉
国
家
も
順
調
に
成
長
し
従
業
員
や
市
民
を
手
厚
く
処
遇

(14) 

す
る
余
裕
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
堅
調
な
経
済
成
長
や
福
祉
国
家
の
発
達
を
促
し
て
い
た
状
況
は
変
化
す
る
。

1
0
四

（
六
二
四
）



拡
充
・
維
持
す
る
力
が
削
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
従
来
の
大
量
生
産
大
量
消
費
の
様
式
に
よ
る
成
長
が
一
段
落
し
、
単
一
企
画
で
大
量
生
産
さ
れ
る
耐
久
消
費
財
か
ら
差
異
化
さ

れ
た
財
や
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
需
要
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
多
様
な
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
す
こ
と
が
利
潤
の
も
と
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
高
度
な
成
長
が
期
待
で
き
な
い
以
上
、
利
潤
は
多
様
な
労
働
力
を
柔
軟
に
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
賃
金
（
の
上
昇
）
は
、
企
業
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
認
識
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
あ

ら
ゆ
る
労
働
者
に
厚
待
遇
を
認
め
る
よ
う
な
労
使
の
妥
協
が
困
難
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
か
わ
っ
て
現
れ
た
の
が
、

デ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、

1
0
五

（
六
二
五
）

ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
機
械
な
い
し
シ
ス
テ
ム
と
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
労
働
力
に
基
礎
を
置
く
生
産
過
程
が
中
心
と
な

り
、
経
済
成
長
に
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
生
産
、
プ
ロ
セ
ス
革
新
な
ど
に
基
礎
を
置
く
生
産
性
の
増
大
、
多
能
工
的
熟
練
労
働
者
と
サ
ー
ビ

ス
経
済
に
従
事
す
る
者
の
所
得
上
昇
、
可
処
分
所
得
が
増
え
た
者
に
好
ま
れ
る
新
し
い
財
や
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
需
要
の
増
大
、

リ
テ
ィ
の
活
用
が
も
た
ら
す
利
潤
の
増
大
な
ど
が
重
要
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
賃
金
関
係
に
お
け
る
熟
練
労
働
者
と
未
熟
線
労
働
者
と
の

分
極
化
を
伴
う
再
編
、
内
部
労
働
市
場
・
外
部
労
働
市
場
に
お
け
る
さ
ら
な
る
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
強
調
、
団
体
交
渉
の
企
業
・
プ
ラ

ン
ト
レ
ベ
ル
ヘ
の
移
行
が
お
こ
る
と
と
も
に
、
社
会
的
賃
金
の
あ
り
方
も
変
容
す
る
。

こ
う
し
た
構
造
に
よ
っ
て
労
働
者
は
均
質
性
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
は
、
労
働
者
の
断
片
化
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
雇
用
の
可
能
性
を
量
的
に
も
質
的
に
も
制
約
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
政
治
・
経
済
の
両
面
で
福
祉
国
家
を

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
と
も
に
発
展
し
、
ま
た
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
よ
る
経
済
成
長
を
後
押
し
し
て
き
た
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
も

困
難
に
陥
っ
た
。
そ
の
契
機
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

フ
レ
キ
シ
ビ

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
長
期
的
不
況
で
あ
る
。
資
源
価
格
の
高
騰
と
い
う



こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
、
国
家
レ
ベ
ル
の
経
済
力
を
持
つ
多
国
籍
企
業

(multinational
corporations: 
M
N
C
s
)
、
超
国

籍
企
業

(transnational
corporations: 
T
N
C
s
)

が
投
資
の
退
出
を
ち
ら
つ
か
せ
て
国
家
に
税
や
賃
金
コ
ス
ト
を
下
げ
る
よ
う
圧
力

(20) 

を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
で
は
政
治
的
党
派
性
を
こ
え
て
資
本
や
金
融
の
自
由
化
が
国
内
政
治
を
大
き
く
規
定
す
る
と
い
う
認
識

が
広
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
国
家
の
市
場
対
抗
的
な
政
策
は
国
際
競
争
力
の
低
下
や
国
際
市
場
の
厳
し
い
評
価
、
資
本
の
国
外
逃

避
に
つ
な
が
る
の
で
国
家
の
政
策
は
市
場
順
応
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
さ
れ
る
。
と
く
に
国
家
に
よ
る
社
会
的
保
護
政

高
ま
っ
て
金
融
に
お
け
る
国
際
的
な
取
引
も
増
大
し
た
。

福
祉
政
策
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
し
う
る
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
は
モ
ノ
と
カ
ネ
の
流
通
の
増
大

で
あ
る
。
ま
ず
、
通
商
の
拡
大
は
先
進
諸
国
の
経
済
に
と
っ
て
労
働
力
の
価
格
が
安
い
新
興
工
業
国
か
ら
の
脅
威
を
増
大
さ
せ
る
。
規
制

の
様
式
、
賃
金
、
社
会
的
保
護
の
シ
ス
テ
ム
、
労
働
組
合
へ
の
態
度
な
ど
に
お
い
て
多
様
な
国
々
が
通
商
相
手
と
な
り
、
新
興
工
業
国
の

賃
金
や
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ス
ト
の
低
さ
が
競
争
上
の
利
点
と
し
て
先
進
国
の
経
済
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
社
会
政
策
を

は
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
進
諸
国
に
お
け
る
資
本
移
動
の
自
由
度
が

議
論
す
る
際
、
通
尚
（
の
あ
り
方
）

さ
せ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

外
的
衝
撃
に
よ
り
経
済
成
長
の
サ
イ
ク
ル
が
破
壊
さ
れ
、
先
進
諸
国
は
イ
ン
フ
レ
と
経
済
成
長
の
停
滞
の
同
時
進
行
と
い
う
ス
タ
グ
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
見
舞
わ
れ
た
。
経
済
成
長
の
停
滞
に
よ
り
完
全
雇
用
は
困
難
と
な
り
、
長
期
の
高
失
業
状
態
は
そ
れ
に
と
も
な
う
福
祉
給

付
を
増
大
さ
せ
、
社
会
保
障
拠
出
や
税
収
入
の
低
下
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
れ
ま
で
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
が
前
提
と
し
た
比
較
的
閉
鎖
的
な
経
済
の
な
か
で
確
保

さ
れ
て
い
た
政
府
の
政
策
に
お
け
る
自
律
性
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
そ
れ
ま
で
の
福
祉
国
家
を
大
き
く
動
揺

関
法
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と

1
0
七

（
六
二
七
）

フ
ォ
ー

マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
経
済
運
営
能
力
が
低
下
す
る
と
ケ
イ
ン
ズ

(21) 

策
は
、
国
際
市
場
に
お
い
て
は
競
争
力
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
な
コ
ス
ト
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(22) 

ま
た
、
交
渉
に
お
け
る
力
が
労
働
運
動
・
労
組
な
ど
の
側
か
ら
資
本
・
経
営
者
な
ど
の
側
ヘ
シ
フ
ト
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で

は
、
労
働
の
側
は
資
本
の
可
動
性
が
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
力
の
基
盤
と
し
て
い
た
が
資
本
の
流
動
性
が
高
ま
り
そ
れ
が
損
な
わ
れ
た

(23) 

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
内
政
治
の
レ
ベ
ル
で
福
祉
国
家
的
政
策
の
維
持
•
発
展
を
要
求
す
る
勢
力
の
強
さ
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
経
済
の
統
合
度
の
高
ま
り
や
、
福
祉
国
家
支
持
勢
力
の
相
対
的
な
影
響
力
の
低
下
は
、

(24) 

（
完
全
雇
用
、
需
要
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
通
貨
再
膨
張
、
赤
字
支
出
）
を
困
難
に
す
る
。
そ
し
て
国
家
が
独
立
的
に
政
策
を
形
成
す
る

能
力
が
制
約
さ
れ
る
と
、
国
家
の
活
動
意
思
も
低
下
す
る
。
ま
た
、
完
全
雇
用
を
可
能
に
す
る
経
済
運
営
が
で
き
て
い
た
こ
と
で
国
家
が

福
祉
に
お
い
て
広
範
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
て
い
た
の
に
、

主
義
に
か
げ
り
が
見
え
て
国
家
へ
の
信
頼
が
損
な
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
祉
国
家
は
そ
れ
ま
で
行
な
っ
て
い
た
よ
う
な

(25) 

政
策
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
民
国
家
か
ら

シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
］
主
義
的
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
型
脱
国
家
的
体
制
へ

一
国
で
ケ
イ
ン
ズ
主
義
を
と
る
こ

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
福
祉
政
策
の
維
持
は
困
難
に
な
っ
た
。
近
年
の
議
論
で
は
、

デ
ィ
ズ
ム
か
ら
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
ヘ
の
移
行
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
と
い
っ
た
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
、
福
祉
国
家
は

(26) 

ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
な
も
の
か
ら
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
主
義
的
な
も
の
へ
移
行
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
そ
う
し
た
福
祉
国
家
の

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題
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変
容
を
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
ら
の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
た
ど
っ
て
い
く
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
に
即
し
て
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
機
能
と
そ
の
危
機
に
つ
い
て
い
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
経
済
政
策
に
つ

（
循
環
の
）
管
理
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
利
潤
の
減
少
、
課
税
基
盤
の
衰
退

な
ど
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
財
政
危
機
に
よ
り
こ
れ
は
困
難
に
陥
っ
た
。
労
働
市
場
の
調
整
に
関
し
て
は
、

ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉

（
男
性
の
）
完
全
雇
用
を
目
標
と
し
た
政
策
を
行
な
っ
て
い
た
が
、

(27) 

契
機
と
し
た
大
量
失
業
や
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
す
る
に
至
り
こ
の
よ
う
な
政
策
は
困
難
に
な
っ
た
。

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を

ジ
ェ
ソ
ッ
プ
は
、
福
祉
国
家
の
変
容
を
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
民
国
家

(
K
e
y
n
e
s
i
a
n
W
e
l
f
a
r
e
 N
a
t
i
o
n
a
l
 State: 
K
W
N
S
)
 

ら
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
主
義
的
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
型
脱
国
家
的
体
制

(
S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
i
a
n
W
o
r
k
f
a
r
e
 P
o
s
t
 ,
 
national R
e
g
i
m
e
:
 
S
W
P
R
)
 

と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば

k
W
N
S
の
特
徴
は
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
国
家
に
よ
る
雇
用
・
福
祉
の
保
証
で
あ
り
、

(29) 

の
よ
う
な
政
策
が
と
ら
れ
る
。

閉
鎖
的
国
家
経
済
の
中
で
デ
ィ
マ
ン
ド
サ
イ
ド
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
通
じ
た
完
全
雇
用
を
め
ざ
す
。

か

k
W
N
S
で
は
概
ね
以
下

全
て
の
国
民
が
経
済
成
長
の
果
実
を
得
、
そ
れ
が
効
果
的
に
国
内
の
需
要
に
つ
な
が
る
よ
う
大
量
消
費
の
規
範
を
普
及
し
よ
う
と

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
政
策
や
社
会
政
策
（
福
祉
）
は
市
民
権
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
に
な
る
。

国
家
が
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
政
策
の
責
任
を
負
う
。
そ
し
て
地
方
レ
ベ
ル
は
国
家
レ
ベ
ル
で
つ
く
っ
た
政
策
を
中
継
す
る
も
の
、

国
際
レ
ジ
ー
ム
は
国
民
経
済
を
安
定
さ
せ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

国
家
制
度
が
市
場
の
失
敗
を
是
正
す
る
。

国
家
は
労
働
力
の
再
生
産
に
広
範
に
関
与
し
、

い
て
は
、

い
い
か
え
る
と
国
家
が
混
合
経
済
を
指
導
す
る
。
（
表
1
参
照
）

ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
で
は
需
要
の

関
法

1
0
八

（
六
二
八
）

ヘ



表1 ケインズ主義的福祉国民国家 (KWNS)

福祉国家の転換と課題

経済政策の組み合 社会政策の組み合 経済・社会政策が形 市場の失敗を補う

わせ わせ 成される主要な場 主要な手段

完全雇用，需要の 集団交渉と国家に 国家レベルが経済 市場と国家が混合

管理大贔生産大 よる大贔消費の一 政策・社会政策の 経済を形成。国家

星消費の基盤の提 般化の支援，福祉 形成に相対的に璽 が市場の失敗を補

供 権の拡大 要性を持ち，中央 うことが期待され

と地方がサービス る

を提供する

Keynesian Welfare National State 

出典： Jessop, 2002, p. 59. 

が
優
先
さ
れ
る
。

①
 

1
0
九

（
六
二
九
）

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
危
機
に
よ

と
こ
ろ
が
、
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
政
策
は
い
ず
れ
の
側
面
に
お
い
て
も
危
機

に
陥
っ
た
。
ま
ず
、
イ
ン
フ
レ
に
つ
な
が
り
や
す
い
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
経
済
運
営
は
ス
タ
グ

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
傾
向
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
り
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進

展
す
る
と
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
深
刻
に
な
っ
た
。
第
二
に
、

り
完
全
雇
用
な
ど
の
前
提
が
損
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
政
策
形
成
者
は
社
会
的
賃
金
を
国
内
の

需
要
の
源
で
は
な
く
国
際
的
観
点
か
ら
生
産
コ
ス
ト
と
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第

三
に
、
国
家
経
済
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
多
層
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
都
市
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
、
あ
る
い
は
国
民
国
家
に
お
け
る
地
域
経
済
の
再
生
な
ど
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
最
後
に
、
租
税
へ
の
抵
抗
、
官
僚
主
義
や
硬
直
性
•
福
祉
国
家
の
コ
ス
ト
ヘ
の
憤

(30) 

り
な
ど
か
ら
国
家
の
混
合
経
済
に
お
け
る
役
割
が
損
な
わ
れ
た
。

こ
う
し
て
福
祉
国
家
の
あ
り
方
は
変
容
し
た
の
で
あ
る
が
、
新
し
い

S
W
P
R
で
は
、

人
々
が
経
済
活
動
を
通
じ
て
自
己
責
任
で
福
祉
を
享
受
す
る
こ
と
を
国
家
が
支
援
す
る
よ
う

(31) 

に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
は
相
対
化
さ
れ
て
お
り
以
下
の
よ
う
な
政
策
が
中
心
に
な
る
。

開
放
的
な
経
済
の
中
で
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
に
働
き
か
け
て
製
品
や
過
程
・
組
織
・
市

場
等
の
恒
常
的
な
革
新
と
柔
軟
性
を
促
進
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
民
経
済
の
競
争
力
を

可
能
な
限
り
強
化
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
国
内
的
な
完
全
雇
用
よ
り
国
際
競
争
力



表2 シュムペーター主義的ワークフェア型脱国家的体制 (SWPR)

経済政策の組み合 社会政策の組み合 経済・杜会政策が形 市場の失敗を補う

わせ わせ 成される主要な場 主要な手段

国家という規模の

重要性が低下し，

開放的な経済のな 社会政策を経済政 政策形成の場に関 市場の失敗と政府

かでの革新や競争 策に従属させる。 して相対化が起こ の失敗の両方を是

力に関心をもち， 社会的賃金への低 る。 正するための自己

サプライサイドを 下圧力と福祉権へ 新しい政策決定の 組織的なガバナン

強調 の攻撃 主要な場について スの役割の増大

競争があるが，国

民国家の役割も持

続する

Schumpeterian Workfare Postnational Regime 

関
法

第
五
五
巻
三
号

出典： Jessop, 2002, p. 252を一部省略。

④
経
済
政
策
・
社
会
政
策
の
実
施
に
国
家
以
外
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
重
要
性

策
協
調
な
ど
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。

家
の
空
洞
化
と
い
う
状
況
が
生
じ
る
。
国
民
国
家
の
諸
機
能
は
上
・
下
・

横
へ
複
雑
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

社
会
政
策
・
経
済
政
策
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
に
国
際
的
な
機
関
や
会
議
が

(32) 

関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
国
内
で
は
従
来
福
祉
国
家
が
担
っ
て
き
た
多
く

の
機
能
が
自
治
体
に
移
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
民
国
家
同
士
の
横
並
び
の
政

が
増
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
は

つ
ま
り
国
家
の
役
割
が
低
下
し
、
民
間
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

③
国
家
以
外
の
領
域
が
重
要
性
を
増
し
、
脱
国
家
的
政
策
が
と
ら
れ
て
国

が
な
さ
れ
る
。

再
分
配
的
杜
会
保
障
権
よ
り
生
産
主
義
を
重
視
し
た
社
会
政
策
の
再
編
成

れ
、
福
祉
の
条
件
と
し
て
就
労
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

ク
フ
ェ
ア
を
優
先
す
る
。

つ
ま
り
有
給
の
労
働
が
主
要
な
福
祉
の
源
と
さ

賃
金
は
生
産
の
コ
ス
ト
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
抑
制
・
削

減
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
る
。
そ
し
て
、

ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
よ
り
ワ
ー

る
。
そ
の
た
め

k
W
N
S
で
は
需
要
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
て
い
た
社
会
的

②
 
社
会
政
策
を
労
働
市
場
の
柔
軟
性
や
競
争
力
と
い
う
要
求
に
従
属
さ
せ

―1
0
 
（
六
三

0
)



表 3 ケインズ主義的福祉国民国家とシュムペーター主義的

ワークフェア型脱国家的体制の対比

福祉国家の転換と課題

ケインズ主義的福祉国民国家
シュムペーター主義的ワーク

フェア型脱国家的体制

経済構造 閉 鎖 的 開 放 的

国家目標 経済成長と完全雇用 国際的競争力の強化

介入のあり方 需要サイドの介人 供 給 サ イ ド の 介 入

（社会的）賃金 需要の源 泉 生 産 コ ス 卜

福祉の根拠 市民権との関連 勤 呂ヵ の 代 償

国家の役割 主 導 的 多数のアクターの一つ

出所：高橋善隆「グローバル・エコノミーと国際競争カ ジェソップ，アイリーン夫妻の

政治経済学を中心に」日本比較政治学会編『グローバル化の政治学』阜稲田大学出版部，

2000年， 74頁を参考に作成。

（
六
三
一
）

プ
に
よ
る
福
祉
供
給
が
進
展
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
営
利
・
非
営
利
の

民
間
団
体
が
サ
ー
ビ
ス
供
給
に
お
け
る
役
割
を
高
め
、
政
府
の
役
割
は
財
源

確
保
な
ど
の
間
接
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
な
る
。
（
表
2
参
照
）

以
上
の
よ
う
に
、
新
し
い
環
境
の
中
で
先
進
福
祉
国
家
は
国
際
的
な
動
向
を
意

識
し
つ
つ
、
極
カ
コ
ス
ト
を
削
減
し
な
が
ら
他
の
主
体
と
協
カ
・
調
整
し
て
福
祉

こ
こ
ま
で
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
経
済
・
政
治
シ
ス
テ
ム
や
国
家
の
福
祉
に
お

け
る
役
割
の
変
容
に
関
す
る
大
き
な
流
れ
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ
れ
は
先
進
諸

国
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
は
い
ず
れ
の
国
で

も

IB来
の
よ
う
な
福
祉
国
家
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
。
順
調
な
経
済

成
長
に
支
え
ら
れ
て
あ
ら
ゆ
る
労
働
者
の
賃
金
が
伸
び
る
状
況
は
お
わ
り
、
賃
金

の
形
態
な
ど
に
お
い
て
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た、

k
W
N
S
か
ら
S
W
P
R
へ
の
移
行
が
示
す
よ
う
に
、
市
民
権
に
も
と
づ
く

寛
大
で
無
条
件
的
な
福
祉
給
付
の
占
め
る
比
重
は
低
下
し
、
福
祉
の
受
給
に
際
し

三
．
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
け
る

福
祉
政
策
と
労
働
市
場

を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。



第
五
五
巻
三
号

て
何
ら
か
の
生
産
的
活
動
へ
の
従
事
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
国
家
以
外
の
主
体
が
福
祉
の
領
域
に
参
入
し
て
く
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
先
進
諸
国
に
お
け
る
福
祉
政
策
は
多
か
れ
少
な
か
れ
自
由
主
義
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

た
だ
し
、
そ
の
再
編
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
各
国
家
間
で
差
異
が
あ
る
。
中
で
も
、
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
と
い
わ
れ
る
国
々
は
フ
レ

キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
追
求
を
主
と
し
て
賃
金
の
切
り
下
げ
、
周
辺
労
働
力
の
活
用
と
い
う
形
で
行
な
う
と
と
も
に
、
最
も
徹
底
的
に
政
府
が

供
給
す
る
福
祉
を
縮
小
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
改
革
を
行
な
っ
た
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
の
特
徴
と
そ
こ

で
の
労
使
関
係
、
ま
た
従
来
型
の
福
祉
国
家
が
行
き
詰
ま
っ
た
後
の
福
祉
国
家
・
労
使
関
係
の
再
編
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
、
『
福
祉
資
本
主
義
の
一
二
つ
の
世
界
比
較
福
祉
国
家
の
理
論
と
動
態
』
に
お
い
て
、
二
つ
の
指
標

（
脱
商
品
化
・
階
層
化
）
を
用
い
る
こ
と
で
そ
れ
ま
で
の
福
祉
国
家
の
分
析
枠
組
み
を
洗
練
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
福
祉
国
家
形
成
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
勢
力
に
着
目
し
て
先
進
福
祉
国
家
を
主
と
し
て
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
か
ら
な
る
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
、

主
と
し
て
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
な
る
保
守
主
義
的
福
祉
国
家
、
主
と
し
て
北
欧
諸
国
か
ら
な
る
社
会
民
主
主
義
的
福
祉
国
家
と
い

し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
は
、

ェ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
議
論
の
核
と
な
る
一
―
つ
の
指
標
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
後
で
、
本
稿

(33) 

の
主
要
な
関
心
で
あ
る
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
の
特
性
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
な
お
、
エ
ス
ピ
ン
—
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
自
由
主
義
的
福
祉

国
家
を
主
要
な
関
心
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
三
つ
の
タ
イ
プ
の
福
祉
国
家
を
包
括
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
保

守
主
義
的
福
祉
国
家
と
社
会
民
王
主
義
的
福
祉
国
家
の
説
明
は
補
足
的
か
つ
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。

(34) 

ま
ず
―
つ
目
の
指
標
と
な
る
「
脱
商
品
化
」
と
は
、
人
々
が
市
場
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
生
活
を
維
持
で
き
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
々

う
三
つ
の
類
型
に
分
け
た
。

い
え
る
だ
ろ
う
。

関
法

（六三―-）



が
低
か
っ
た
り
受
給
に
際
し
ス
テ
ィ
グ
マ

水
準
が
低
け
れ
ば
脱
商
品
化
の
度
合
い
は
低
く
な
る
。

な
る
。

が
自
ら
の
労
働
力
を
労
働
市
場
で
商
品
と
し
て
売
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
状
態
か
ら
開
放
さ
れ
る

る
）
こ
と
で
あ
る
。

(35) 

こ
の
脱
商
品
化
の
程
度
は
、
以
下
の
要
素
か
ら
測
定
さ
れ
る
。

・
社
会
給
付
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
ル
ー
ル
。
た
と
え
ば
、

ア
ク
セ
ス
の
容
易
さ

受
給
の
際
の
所
得
調
査
~
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
の
不
在
）

逆
に
給
付
期
間
が
短
く
限
定
さ
れ
て
い
れ
ば
（
労
働
）
市
場
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
た
め
脱
商
品
化
の
程
度
は
低
く

•
給
付
が
従
前
所
得
を
置
換
す
る
程
度
。
こ
れ
は
給
付
水
準
か
ら
測
ら
れ
、
給
付
水
準
が
高
け
れ
ば
脱
商
品
化
の
程
度
は
高
く
、
給
付

•
給
付
対
象
の
資
格
付
与
範
囲
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
基
本
的
社
会
リ
ス
ク

給
付
の
必
要
の
理
由
を
問
わ
な
い
社
会
的
賃
金
の
存
在
に
よ
っ
て
脱
商
品
化
の
程
度
が
高
く
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
こ
う
し
た
脱
商
品
化
は
、
単
な
る
公
的
扶
助
・
社
会
保
険
制
度
の
導
入
で
は
な
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
給
付
水
準

（
恥
辱
．
烙
印
）
が
あ
れ
ば
人
は
市
場
に
強
制
的
に
参
加
さ
せ
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結

(36) 

果
、
各
社
会
政
策
の
給
付
の
寛
容
度
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

(37) 

こ
う
し
た
脱
商
品
化
の
程
度
は
、
国
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
。
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
で
は
、
厳
格
な
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
で
社
会

サ
ー
ビ
ス
受
給
権
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
は
低
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
福
祉
の
分
野
に
お
い
て
市
場
の
影
響
力
が

強
化
さ
れ
る
た
め
、
脱
商
品
化
の
度
合
い
は
低
く
な
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
は
普
遍
的
給
付
の
存
在
で
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

で
あ
り
、
こ
れ
が
保
証
さ
れ
て
い
れ
ば
脱
商
品
化
の
程
度
は
高
く
な
る
。

（
老
齢
、
失
業
、
障
害
、
病
気
）
を
こ
え
た
、

~ 
（六一――――-）

（
雇
用
歴
・
拠
出
歴
と
か
か
わ
り
な
い
受
給
資
格
の
付
与
、

（
市
場
の
外
で
も
生
き
て
い
け



•
普
遍
性
、
各
種
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
給
付
格
差
の
低
さ

・
職
域
（
地
位
）
別
の
社
会
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
分
立

第
五
五
巻
―
二
号

(38) 

は
多
い
が
そ
の
水
準
が
低
い
た
め
、
給
付
が
労
働
に
対
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は
な
り
え
な
い
と
さ
れ
る
。

次
に
エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
、
福
祉
国
家
（
社
会
政
策
）

は
不
平
等
を
是
正
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
階
層
構
造

を
制
度
化
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
も
あ
る
と
し
て
、
社
会
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
く
う
え
で
生
じ
る
格
差
を
測
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

(39) 

の
「
階
層
化
」
は
、
以
下
の
要
素
か
ら
測
定
さ
れ
る
。

•
残
余
王
義
（
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
の
相
対
的
重
要
度
）
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
／
民
間
部
門
に
よ
る
福
祉
の
相
対
的
ウ
ェ
イ
ト

出
の

G
D
P
比）

自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
政
府
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
付
き
で
最
小
限
で
あ
り
、
民
間
部
門
が
福

祉
供
給
に
お
い
て
果
た
す
役
割
が
大
き
い
。
そ
の
一
方
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
職
域
別
分
立
や
公
務
貝
特
権
、
あ
る
い
は
普
遍
性
、
給
付
の
平

等
性
の
程
度
に
関
し
て
は
高
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
市
場
で
福
祉
を
調
達
で
き
る
者
と
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
依
存
す
る
者
に
二
分
化

(40) 

す
る
傾
向
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

エ
ス
ピ
ン
i

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
三
つ
の
類
型
に
お
け
る
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
福
祉
給
付
へ
の
ア
ク
セ
ス

が
容
易
で
な
い
こ
と
や
給
付
水
準
の
低
さ
か
ら
脱
商
品
化
は
低
く
、
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
を
紋
り
込
む

選
別
主
義
を
と
る
こ
と
か
ら
民
間
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
比
重
が
大
き
く
な
り
私
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
者
と
政
府
か
ら
最
低
限
の
福

(41) 

祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
取
る
者
に
分
か
れ
る
と
い
う
二
重
構
遥
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

主
と
し
て
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
が
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、

関
法

（
格
差
化
）
、
公
務
員
に
付
与
さ
れ
る
特
権
（
政
府
被
用
者
に
対
す
る
年
金
支

（
給
付
の
平
等
性
）

―
―
四

マ
イ
ル
ズ
は
「
残
余
的
」
福

（
六
一
二
四
）



リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、

絞
っ
て
そ
の
労
使
関
係
や
労
働
市
場
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
国
家
に
よ
る
関
与
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

し
た
中
で
、福

祉
国
家
の
転
換
と
課
題

―
―
五

（
六
三
五
）

祉
、
最
低
限
か
つ
し
ば
し
ば
懲
罰
的
で
あ
り
、
公
的
扶
助
が
ス
テ
ィ
グ
マ
感
を
与
え
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ

(42) 

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
を
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
分
類
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
ベ
ヴ
ァ
レ
ッ
ジ
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
普
遍
的
な
給
付
の
伝
統
が
存
在
す
る
た
め
明
確
な

(43) 

分
類
上
の
言
及
を
避
け
て
い
る
議
論
も
あ
る
が
、
給
付
水
準
の
問
題
か
ら
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
の
側
面
を
も
っ
て
お
り
、
保
守
党
政
権

(44) 

の
新
自
由
主
義
的
政
策
の
影
響
に
よ
り
一
九
八

0
年
代
以
降
は
さ
ら
に
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
の
色
彩
が
強
ま
っ
た
。

自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
け
る
福
祉
供
給
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
労
使
関
係
、
労
働
市
場
の
あ
り
方
に
つ

い
て
も
各
国
、
各
福
祉
国
家
グ
ル
ー
プ
は
特
有
の
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
対
象
を

先
に
述
べ
た
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
属
す
る
国
々
は
、
経
済
に
お
け
る

(46) 

由
主
義
的
な
市
場
経
済
を
特
徴
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
労
働
市
場
・
労
使
関
係
に
お
い
て
は
、
国
家
の
関
与
の
度
合
が
低
い
。

(45) 

（
政
府
や
労
使
の
間
で
の
）
調
整
機
能
が
弱
い
。
と
く
に
自

例
え
ば
、
労
働
組
合
は
基
本
的
に
任
意
的
結
社
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
労
組
と
使
用
者
団
体
の
交
渉
の
成
果
で
あ
る
労
働
協
約
の
法

的
拘
束
力
は
承
認
さ
れ
ず
、
国
家
に
よ
る
労
組
へ
の
法
的
介
入
の
伝
統
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
ま
た
、
賃
金
や
労
働
条
件
の
取
引
に
対

す
る
法
的
規
制
は
最
小
限
に
な
る
。
つ
ま
り
、
労
使
関
係
は
当
事
者
同
士
の
自
治
に
委
ね
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。

労
働
組
合
に
つ
い
て
は
構
造
的
に
分
権
的
で
、
非
政
治
的
・
経
済
的
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
限
定
さ
れ
た
ア
リ
ー
ナ
で
賃
金

引
上
げ
を
目
指
し
た
交
渉
を
行
な
う
傾
向
に
あ
り
、
労
組
か
ら
国
家
に
対
す
る
社
会
保
障
給
付
へ
の
要
求
は
あ
ま
り
発
生
し
な
い
。
そ
う

ア
ク
タ
ー
の
行
動
様
式
も
市
場
取
引
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
く
に
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
賃
金
決
定
が
分
権
化
さ
れ
て
い
る
な
か
で
人
的
資
源
は
企
業
で
は
な
く
自
己
投
資
に
よ
っ
て
形



働
市
場
の
再
編
を
促
進
し
た
と
い
え
る
。

成
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
勤
続
年
数
が
短
い
な
ど
企
業
や
使
用
者
と
労
働
者
の
間
に
長
期
的
か
つ
安
定
的
・
協
調
的
な
関
係
が
形
成
さ
れ

ま
た
、

第
五
五
巻
三
号

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
の
労
働
市
場
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
概
し
て
低
ス
キ
ル
で

格
で
競
争
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。
そ
の
た
め
国
際
競
争
に
お
け
る
コ
ス
ト
に
敏
感
で
賃
金
に
低
下
圧
力
が
か
か

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
個
別
化
さ
れ
競
争
的
な
雇
用
関
係
を
中
心
と
し
、
短
期
的
な
雇
用
関
係
の
な
か
で
人
的
資
本
へ
の
投
資
は(49) 

少
な
く
外
部
労
働
市
場
を
通
じ
た
急
激
で
市
場
主
導
の
雇
用
調
整
が
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
市
場
で
の
不
平
等
度
が
高
く
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
自
由
主
義
的
な
福
祉
国
家
、
あ
る
い
は
自
由
主
義
的
な
労
使
関
係
を
持
つ
国
々
に
お
い
て
は
福
祉
や
労
働
に
お
け
る

国
家
介
入
の
少
な
さ
や
低
賃
金
な
ど
か
ら
市
民
は
脱
商
品
化
さ
れ
に
く
い
。
ま
た
、
労
働
者
が
断
片
化
さ
れ
て
お
り
利
害
が
多
様
で
あ
る

の
で
、
企
業
や
政
府
に
対
し
て
一
体
と
な
っ
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
が
、
自
由
主
義
的
な
福
祉
国
家
や
労

ェ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
の
福
祉
国
家
の
あ
り
方
が
、
当
該
福
祉
国
家
の
新
し
い
経
済
的
環
境
へ
の
対
応
の
し
方
に

(50) 

影
響
を
与
え
る
と
し
て
経
路
依
存
説
を
主
張
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
は
小
さ
な
政
府
の
追
求
と
労
働
市
場
の
規

制
緩
和
と
い
う
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
ル
ー
ト
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
多
く
の
国
で
選
別
主
義
が
強
化
さ
れ
、
給
付
水
準
や
支
給
範
囲
を
徐
々

に
削
減
す
る
動
き
と
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
結
び
つ
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
選
択
さ
れ
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
お
い
て
は
、

九
八
0
年
代
に
労
働
組
合
の
著
し
い
弱
体
化
を
背
景
に
労
働
市
場
お
よ
び
賃
金
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
増
大
す
る
こ
と
で
、
経
済
の
停

関
法

四
．
自
由
王
義
的
福
祉
国
家
に
お
け
る
福
祉
政
策
•
労
働
市
場
の
再
編

―
―
六

（
低
品
質
だ
が
）
価

（
六
三
六
）



こ
う
し
た
動
き
に
よ
っ
て
、

多
く
の
労
働
者
を
困
窮
状
態
に
置
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

―
―
七

（
六
三
七
）

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
的
扶
助
手
当

(
A
i
d
to F
a
m
i
l
i
e
s
 w
i
t
h
 D
e
p
e
n
d
e
n
t
 C
h
i
l
d
r
e
n
:
 
A
F
D
C
)
 の

金
額
や
失
業
保
険
受
給
額
の
平
均
収
入
に
対
す
る
比
率
は
大
幅
に
下
落
し
た
。
ま
た
、
最
低
賃
金
の
平
均
収
入
に
占
め
る
比
率
も
低
下
し

(53) 

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
一
九
八

0
年
代
か
ら
一
九
九

0
年
代
前
半
に
公
的
支
出
の
削
減
や
失
業
者
を
労
働
市
場
に
参
入
さ
せ
る
こ
と

(54) 

を
目
指
す
社
会
保
障
制
度
改
革
や
、
給
付
を
支
援
の
必
要
な
人
に
絞
り
込
む
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
選
別
性
の
強
化
が
目
指
さ
れ
た
。
さ

ら
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
最
低
賃
金
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
は
団
体
交
渉
に
よ
る
賃
金
減
少
へ
の
歯
止
め
が
き
か
な
く
な
っ
た

(55) 

こ
と
な
ど
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
実
質
賃
金
の
低
下
や
格
差
の
拡
大
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
脱
商
品
化
の
度
合
い
の
低
さ
と
階
層
化
に
お
け
る
二
重
構
造
が
政
府
の
福
祉
改
革
と

い
う
政
策
に
よ
っ
て
さ
ら
に
進
展
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
労
働
市
場
に
お
け
る
規
制
緩
和
は
労
働
者
の
間
で
の
格
差
を
拡
大
し

そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
、
自
由
主
義
的
な
福
祉
国
家
・
労
働
市
場
の
再
編
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
労
働
市
場
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
や
や
詳
細
に
検
討
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
福
祉
政
策
の
再
編
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
労
働
市
場
の

柔
軟
性
の
追
求
が
後
に
大
き
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

(56) 

フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、

O
E
C
D
な
ど
で
も
奨
励
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
国
家
の
政
策
形
成
者
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、

新
自
由
主
義
者
に
よ
っ
て
、
労
働
市
場
の
硬
直
性
の
主
要
因
と
さ
れ
た
労
組
の
弱
体
化
と
政
府
の
公
的
規
制
・
労
働
者
保
護
の
緩
和
や
廃

止
が
企
業
負
担
の
軽
減
・
企
業
活
動
の
自
由
と
活
発
で
競
争
的
な
企
業
活
動
の
確
保
を
も
た
ら
し
経
済
全
体
の
良
好
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

と
経
済
成
長
・
雇
用
総
量
の
増
加
と
失
業
者
減
少
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
方
向
を
目
指
す
政
策
が
サ
ッ
チ
ャ
ー
、
レ
ー
ガ
ン
政

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

(52) 

滞
と
国
内
で
の
失
業
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
政
策
が
と
ら
れ
た
。



キ
シ
ビ
リ
テ
ィ

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
は
数
量
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ

（
企
業
活
動
の
変
化
に
対
応
し
た
雇
用
者
の
タ
ス
ク
の
調
整
）
が
存
在
し
、

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
ら
は
、

と
り
わ
け
多
く
の
新
古
典
派
経
済
学
者
や
政
策
担
当
者
は
高
失
業
や
雇
用
の
増
加
の
停
滞
は
硬
直
性
（
賃
金
に
関
し
て
は
高
水
準
で
柔

軟
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
）
が
原
因
で
あ
る
と
し
、
ミ
ク
ロ
・
マ
ク
ロ
の
両
レ
ベ
ル
で
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
追
求
す
る
議
論
が
展
開
さ

ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
は
、
企
業
の
経
営
状
態
に
応
じ
た
賃
金
の
下
方
へ
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
化
（
労
働
者
に
か
か
る
コ
ス
ト
の
低
下
）
が
追

加
的
雇
用
と
生
産
•
利
潤
•
投
資
の
増
加
を
生
み
雇
用
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
賃
金
が
個
人
の
生
産
性
を
反
映
す
る
よ
う
に
す
れ

ば
高
く
硬
直
的
な
賃
金
設
定
で
労
働
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
者
に
雇
用
機
会
が
与
え
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
高
い
最
低
賃
金
を
引
き
下

（
一
九
六

0
年
代
後
半
に
も
た
ら
さ
れ
た
高
賃
金
水
準
と
一
九
七

0
年
代
の
生
産
性
上
昇
率
の
低
下
や
オ

イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
も
実
質
賃
金
が
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
背
景
に
）
、
失
業
率
•
生
産
性
・
交
易
条
件
の
変
動
に
応
じ
て
賃

金
を
調
整
し
賃
金
の
配
分
を
引
き
下
げ
て
利
潤
の
配
分
を
引
き
上
げ
る
こ
と
で
雇
用
が
拡
大
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
最
低
賃

(58) 

金
や
物
価
イ
ン
デ
ク
セ
ー
シ
ョ
ン
賃
金
等
の
制
度
は
硬
直
的
と
し
て
規
制
緩
和
・
排
除
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

企
業
に
よ
る
柔
軟
性
を
追
求
す
る
た
め
の
実
践
は
、
数
量
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ

テ
ィ
）
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
ら
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
企
業
モ
デ
ル
を
参
考
に
説
明
す
る
。

一
九
八
0
年
代
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
企
業
の
新
し
い
マ
ン
パ
ワ
ー
政
策
か
ら
こ
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。

一
方
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
は
、

げ
れ
ば
若
年
失
業
者
に
雇
用
が
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。

れ
た
。

(57) 

権
に
よ
り
特
に
ス
ト
レ
ー
ト
な
か
た
ち
で
実
施
さ
れ
た
。

関
法

第
五
五
巻
―
二
号

―
つ
の
企
業
が
こ
の
両
者
を
別
々
の
グ
ル
ー

（
需
要
の
変
動
に
応
じ
た
雇
用
者
数
の
調
整
）

と
機
能
的
フ
レ

（
と
コ
ア
労
働
者
に
対
す
る
機
能
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ

―
―
八

（
六
一
二
八
）



こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

コ
ア
労
働
者
と
周
辺
労
働
者
の
二
分
化
、

―
―
九

（六一二九）

コ
ア
労
働
者
や
企
業
と
周
辺
労
働
者
の
利
害
の
分
化
が
進
行
す

プ
の
労
働
者
に
割
り
当
て
る
の
が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
企
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
機
能
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
担
う
（
製
品
や
生
産
方
法
の
変
化
に
対
応
し
て
複
数
の
職
務
を
担
う
）

ル
ー
プ
の
労
働
者
と
数
量
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
担
う
（
需
要
の
変
動
に
よ
っ
て
雇
用
調
整
さ
れ
る
）
固
辺
労
働
者
が
生
じ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
コ
ア
労
働
者
に
つ
い
て
は
機
能
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
担
う
た
め
の
継
続
的
再
訓
練
が
な
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
周

辺
労
働
者
に
対
す
る
訓
練
に
は
企
業
は
関
心
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
そ
こ
で
は
、
周
辺
労
働
者
が
コ
ア
・
グ
ル
ー
プ
の
労
働
者
の
雇
用
を
保
障
す
る
楯
（
短
期
的
な
需
要
の
変
動
を
調
整
す
る
手

段
）
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
雇
用
や
労
働
条
件
を
保
障
さ
れ
た
コ
ア
労
働
者
は
、
企
業
に
対
し
て
柔
軟
な
適

(59) 

応
能
力
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

熟
練
を
高
度
化
し
た
労
働
者
は
企
業
に
対
し
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
内
容
の
労
働
を
提
供
し
、
そ
の
か
わ
り
、
彼
ら
は
企
業
か
ら
高
賃
金
、

(60) 

雇
用
保
証
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
優
遇
を
受
け
る
点
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
コ
ア
に
お
い
て
は
労
使
の
利
害
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

る
。
と
り
わ
け
経
済
自
由
主
義
的
な
国
で
は
数
量
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
追
求
し
て
、
企
業
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
業
務
を

担
う
者
に
関
し
て
は
内
部
労
働
市
場
で

O
J
T
を
施
す
の
で
は
な
く
外
部
労
働
市
場
か
ら
調
達
す
る
傾
向
が
さ
ら
に
進
み
、
他
方
企
業
に

と
っ
て
重
要
な
ス
キ
ル
を
も
つ
者
は
機
能
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
担
う
者
と
し
て
期
待
さ
れ
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
化
は
、
労
働
者
の
分
極
化
に
つ
な
が
り
、
特
に
周
辺
労
働
者
は
ス
キ
ル
の
形
成
や
雇
用
・
労
働
条
件
の
上
で
不
利
な
立
場

に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

コ
ア
・
グ



る
戦
略
で
は
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
ー

第
五
五
巻
三
号

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
政
府
に
よ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
限
定
性
や
水
準
の
低
さ
、
労
働
過
程
に
お
け
る
市
場
原
理
の
強
さ
に
特

徴
づ
け
ら
れ
る
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
は
、
政
府
サ
ー
ビ
ス
や
労
働
市
場
に
お
け
る
規
制
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
福
祉
国
家
に
よ
る

社
会
サ
ー
ビ
ス
や
労
働
市
場
に
お
け
る
規
制
が
経
済
の
停
滞
や
硬
直
性
を
招
い
て
い
る
と
し
、
福
祉
国
家
の
縮
小
を
試
み
る
と
と
も
に
賃

(62) 

金
や
雇
用
な
ど
の
面
で
の
柔
軟
性
を
高
め
る
こ
と
で
経
済
の
回
復
を
目
指
そ
う
と
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
対
応
は
深
刻
な
間
題
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
自
由
主
義
的
な
福
祉

国
家
・
労
働
市
場
の
再
編
が
い
か
な
る
問
題
を
も
た
ら
し
た
か
を
検
討
す
る
。

自
由
主
義
的
な
福
祉
国
家
と
労
働
市
場
の
再
編
（
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
ル
ー
ト
）
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、

数
量
・
賃
金
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
よ
る
二
極
化
の
促
進
、
周
辺
層
の
拡
大
で
あ
り
、
第
二
に
固
辺
層
を
中
心
と
し
た
社
会
的
排
除
の

問
題
、
周
辺
労
働
力
が
「
経
済
非
活
動
者
」
に
な
る
可
能
性
な
ど
で
あ
る
。

ま
ず
、
数
贔
的
な
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
追
求
が
常
用
労
働
者
を
周
辺
労
働
者
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
基
幹
部
分
を
担
う
労
働
者
を
縮

小
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
二
雇
用
条
件
が
異
な
る
状
況
を
生
み
出
し
て
労
働
者
の
分
極
化
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
過
度
な
賃
金
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
新
自
由
主
義
は
、
福
祉
国
家
は
規
制
に
よ
っ
て
企
業
の
競
争

力
を
減
退
さ
せ
大
量
失
業
の
原
因
と
な
る
と
主
張
し
、
解
決
へ
の
処
方
箋
と
し
て
の
労
働
市
場
の
柔
軟
化
、
賃
金
の
下
方
硬
直
性
の
解
体

が
経
済
成
長
と
低
技
能
労
働
者
の
労
働
市
場
へ
の
再
吸
収
に
よ
る
失
業
率
の
改
善
を
も
た
ら
す
と
す
る
が
、
低
賃
金
労
働
者
を
拡
大
さ
せ

関
法

（
働
い
て
も
貧
困
線
以
下
の
収
入
し
か
得
ら
れ
な
い
者
）
が
増
加
し
、
技
術
習
得
へ
の
投
資
の
減
少
や

五
．
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
・
労
働
市
場
再
編
の
問
題
点

―二
O

（
六
四
0
)



（
六
四
一
）

(63) 

労
働
に
対
す
る
士
気
の
低
下
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
能
力
•
生
産
性
の
低
下
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
賃
金
の
下
方

へ
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
低
賃
金
労
働
依
存
型
企
業
を
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
マ
ク
ロ
的
に
は
商
品
需
要
の
停
滞
に
つ

(64) 

な
が
る
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
。

労
働
条
件
の
低
下
は
、
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
が
低
下
す
る
原
因
と
も
な
る
。
と
い
う
の
も
、
低
賃
金
状
況
下
で
適
正
な
水
準

の
社
会
移
転
が
あ
れ
ば
、
労
働
よ
り
も
福
祉
を
選
ぶ
よ
う
に
な
り
、
貧
困
の
罠
が
も
た
ら
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
給
付
水
準
が
賃
金
水
準

の
低
下
を
後
追
い
し
な
い
限
り
、
低
賃
金
雇
用
は
福
祉
に
依
存
す
る
状
態
と
労
働
意
欲
の
減
退
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

賃
金
が
低
下
す
れ
ば
社
会
保
障
給
付
は
そ
れ
を
追
っ
て
水
準
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
賃
金
ー
社
会
保
障
給
付
の
累
積
的
低
下
（
賃
金
の
低

(65) 

下
と
失
業
保
険
・
社
会
福
祉
の
両
方
の
顕
著
な
浸
食
と
い
う
悪
循
環
）
が
う
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
貧
困
と
二
極
分
化
が
進
行
す
れ
ば
、
社
会
秩
序
へ
の
脅
威
と
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
支
出
の
増
大
に
つ
な
が
る
こ

と
に
も
な
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
不
十
分
な
勤
労
所
得
は
犯
罪
へ
の
敷
居
を
低
め
、
治
安
維
持
に
関
す
る
支
出
の
占
め
る
比
率
は

(66) 

増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
新
自
由
主
義
的
な
福
祉
改
革
・
労
働
市
場
の
改
革
が
意
図
す
る
雇
用
の
増
加
を
確
実
に
も
た
ら
す
か
に
関
し
て

は
慎
重
な
議
論
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

て
い
な
い
か
あ
る
い
は
不
平
等
度
が
縮
小
し
て
い
る
よ
う
に
、
賃
金
の
差
別
化
と
失
業
率
改
善
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
明
白
な
相
関
は
認
め
ら

れ
な
い
。
ま
た
、
男
性
の
低
技
能
労
働
者
に
お
け
る
雇
用
率
に
関
し
て
は
新
自
由
主
義
的
な
福
祉
改
革
を
行
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
伸
び
て
い
る
国
が
存
在
す
る
一
方
で
、

に
お
け
る
低
賃
金
労
働
者
の
割
合
は
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
高
く
、
そ
の
状
況
は
一
九
八

0
年
代
後
半
か
ら
一
九
九

0
年
代
初

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
以
上
に
失
業
率
を
改
善
さ
せ
た
国
で
所
得
格
差
が
ほ
と
ん
ど
拡
大
さ
れ

ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
そ
の
率
は
低
下
し
て
い
る
。
他
方
で
、

フ
ル
タ
イ
ム
雇
用



、。し

お

わ

り

に

第
五
五
巻
―
二
号

（
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
ル
ー
ト
）

~ 

頭
に
か
け
て
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
規
制
緩
和
に
よ
る
労
働
市
場
へ
の
再
包
摂
が
低
技
能
労
働
者
の
状
況
を
改

善
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

(68) 

エ
ス
ピ
ン
ー
ア
ン
デ
ル
セ
ン
に
よ
る
、
福
祉
国
家
の
新
し
い
環
境
へ
の
適
応
戦
略
に
関
す
る
議
論
や
そ
れ
を
も
と
に
な
さ
れ
た
ア
イ

(69) 

ヴ
ァ
ー
セ
ン
と
レ
ン
の
議
論
で
は
、
自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム

で
は
雇
用
が
確
保
さ
れ
る
と
す
る
が
、
労
働
市

場
に
お
け
る
周
辺
層
は
労
働
市
場
に
参
入
で
き
な
い
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
「
社
会
的
排
除
」
と
い
わ
れ

る
状
態
が
関
心
を
集
め
、
と
く
に
低
学
歴
層
が
い
っ
た
ん
失
業
す
る
と
労
働
市
場
に
復
帰
で
き
ず
「
経
済
非
活
動
者
」
化
す
る
こ
と
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
新
自
由
主
義
的
な
福
祉
改
革
や
労
働
市
場
の
再
編
に
よ
っ
て
は
、
不
平
等
や
貧
困
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
引
き
下
げ

ら
れ
た
雇
用
条
件
を
も
っ
て
し
て
も
と
り
わ
け
周
辺
層
に
お
い
て
は
雇
用
が
回
復
す
る
か
は
疑
問
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、

関
法

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
経
済
発
展
に
支
え
ら
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
は
い
ず
れ
の
先
進
国
に
お

い
て
も
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
と
り
わ
け
福
祉
国
家
の
縮
小
と
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
で
福
祉
国
家
を
再
編
し
よ
う
と
し
た
自
由

主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
貧
困
や
不
平
等
、
周
辺
層
の
労
働
市
場
か
ら
の
排
除
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
本
稿
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
振
り
返
り
、
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
の
課
題
に
つ
い
て
指
摘
し
て
締
め
く
く
り
た

か
つ
て
は
産
業
構
造
が
労
働
者
、
市
民
全
般
の
生
活
の
安
定
や
福
祉
国
家
の
成
長
に
適
合
的
な
も
の
で
、
安
定
的
か
つ
堅
調
に
福
祉
国

（
六
四
二
）



し
か
し
、

の
減
少
が
国
家
財
政
を
圧
迫
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
ん
で
国
際
競
争
が
激
し
く
な
る
と
一
国
福
祉
国
家
的
な
ケ
イ
ン
ズ
主
義

そ
の
た
め
、
先
進
諸
国
に
お
い
て
政
府
は
国
内
に
お
け
る
完
全
雇
用
を
促
進
し
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
経
済
政
策
か
ら
柔
軟
性
や
国
際
競

争
力
を
促
進
す
る
よ
う
な
社
会
政
策
を
行
な
い
、
福
祉
に
関
し
て
は
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
権
利
と
し
て
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
人
々
が
有
給

労
働
を
通
じ
て
獲
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
政
府
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
際
に
も
勤
労
の
義
務
を
課
す
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
国
家
レ
ベ
ル
中
心
に
社
会
政
策
を
形
成
•
実
施
し
て
い
た
状
態
か
ら
地
方
自
治
体
や
国
際
機
関
、
あ
る
い
は
他
国
の
政
策
の
影
響

力
が
高
ま
り
、
福
祉
供
給
に
お
い
て
営
利
・
非
営
利
の
民
間
の
主
体
が
活
発
に
参
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義

的
福
祉
国
民
国
家

(
k
W
N
S
)
か
ら
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
主
義
的
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
型
脱
国
家
的
体
制

(
S
W
P
R
)

た
だ
し
、
福
祉
国
家
・
労
働
市
場
の
再
編
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
先
進
諸
国
の
間
で
も
差
異
が
あ
っ
た
。
先
進
諸
国
は
福
祉
国
家
や
労

働
市
場
に
お
い
て
一
定
の
型
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
経
済
・
社
会
構
造
の
変
化
、
福
祉
国
家
の
動
揺
を
も
た
ら
す
要
因
に
対
し
て

当
該
福
祉
国
家
の
制
度
や
伝
統
を
反
映
し
た
形
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
福
祉
国
家
の
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
寛
容

度
と
労
働
市
場
の
変
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
各
国
、
各
タ
イ
プ
に
よ
る
独
自
性
が
見
ら
れ
る
。

と
く
に
本
稿
で
主
に
扱
っ
た
エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
い
う
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
で
は
、
顕
著
に
福
祉
国
家
や
労
働
市
場
・
労

使
関
係
の
再
編
が
進
ん
だ
。
政
府
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
対
す
る
寛
容
度
が
低
く
、
ま
た
政
府
の
労
働
市
場
や
労
使
関
係
へ
の
介

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

的
福
祉
国
家
の
運
営
は
困
難
に
な
っ
た
。

、
こ
0

て
し
ナ
‘

家
が
進
展
し
た
。
ま
た
、
福
祉
国
家
が
経
済
成
長
を
支
え
、
経
済
成
長
が
福
祉
国
家
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
相
互
補
完
関
係
が
成
り
立
っ

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
よ
る
成
長
が
行
き
詰
ま
り
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
経
済
成
長
の
停
滞
で
福
祉
支
出
の
増
大
や
税
収

~ 
（
六
四
三
） へ

の
移
行
で
あ
る
。



か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
五
五
巻
三
号

入
・
規
制
も
弱
く
労
使
関
係
も
分
権
的
・
分
極
的
で
あ
る
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
い
て
は
、
財
政
難
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
と
も

な
っ
て
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
削
減
が
目
指
さ
れ
る
と
と
も
に
労
働
市
場
の
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
で
企
業
が
容
易
に
低
賃
金
労
働
者

一
部
の
基
幹
労
働
者
を
除
い
て
外
部
労
働
市
場
か
ら
周
辺
労
働
力
を
調
達
し
て
必
要
に
応
じ
て

調
整
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
は
、
機
能
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
担
え
る
よ
う
に
労
働
者
の
能
力
を
政
府
や
企
業

が
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
人
々
に
変
化
に
対
応
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
も
、
数
量
的
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
や
賃
金
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
重

視
し
て
経
済
停
滞
や
国
際
競
争
に
備
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
九
八

0
年
代
以
降
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
と
っ
た
諸
国

で
は
労
組
の
弱
体
化
を
通
じ
た
交
渉
力
削
減
に
よ
っ
て
賃
金
抑
制
と
賃
金
コ
ス
ト
の
低
さ
を
武
器
に
し
た
国
際
競
争
力
を
め
ざ
す

「
ロ
ー
・
ロ
ー
ド
」
が
と
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
で
は
派
遣
•
有
期
雇
用
な
ど
の
非
典
型
雇
用
へ
の
法
的
制
約

は
ほ
と
ん
ど
設
け
ら
れ
ず
、
失
業
に
対
し
て
も
積
極
的
に
対
応
す
る
と
い
う
よ
り
（
単
純
な
放
任
は
で
は
な
い
も
の
の
）
市
場
の
調
整
機

(72) 

能
に
雇
用
を
委
ね
た
。

こ
の
よ
う
な
形
で
福
祉
国
家
や
労
働
市
場
の
再
編
が
起
こ
っ
た
の
は
、
も
と
も
と
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
限
ら
れ
た
人
々
を
対
象
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
大
多
数
の
国
民
が
国
家
福
祉
の
恩
恵
を
か
な
り
の
程
度
受
け
て
い
る
国
と
比
べ
て
公
的
扶
助
な
ど
の
削
減
に

対
す
る
抵
抗
が
強
く
な
か
っ
た
、
も
っ
と
い
え
ば
そ
の
よ
う
な
少
数
の
困
窮
者
を
対
象
と
し
た
福
祉
国
家
を
批
判
す
る
側
が
多
数
派
を
形

(73) 

成
し
や
す
か
っ
た
こ
と
や
、
労
働
市
場
に
お
い
て
も
自
由
主
義
的
・
個
人
主
義
的
な
傾
向
が
強
く
労
働
者
が
一
体
と
な
っ
て
行
動
し
に
く

こ
う
し
た
や
り
方
で
そ
れ
ま
で
の
福
祉
国
家
や
労
働
市
場
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
福
祉
国
家
の
縮
小
・
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
を
追
求

し
た
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
所
得
階
層
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
／
非
受
給
者
の
間
の
亀
裂
が
拡
大
す
る
二
重
構
造
が
進

を
雇
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
企
業
も
、

関
法

―
二
四

（
六
四
四
）



―
二
五

（
六
四
五
）

展
し
た
。
ま
た
、
政
府
や
企
業
が
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
追
求
す
る
中
で
コ
ア
に
な
れ
ず
周
辺
労
働
力
と
な
っ
た
者
の
中
に
は
労
働
市
場

か
ら
長
期
間
排
除
さ
れ
る
者
も
現
れ
た
。
周
辺
労
働
力
は
、
失
業
と
低
賃
金
労
働
の
繰
り
返
し
の
中
で
必
要
な
技
能
を
十
分
に
蓄
積
で
き

な
い
だ
け
で
な
く
、
職
業
生
活
そ
の
も
の
を
営
む
習
慣
す
ら
失
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
の
人
的
資
源
の
劣
化
・
活
力

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
市
場
に
よ
る
自
動
調
整
へ
の
過
度
な
依
存
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
傾
向
を
改
め

一
定
の
労
働
者
の
保
護
や
人
的
資
源
へ
の
投
資
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
ら

も
、
市
場
だ
け
で
は
適
切
に
労
働
力
を
訓
練
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
過
度
に
規
制
緩
和
さ
れ
た
労
働
市
場
は
低
技
能
均
衡
と
そ
れ
に
よ

る
生
産
性
の
遅
れ
や
競
争
力
の
喪
失
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
や
、
単
に
価
格
だ
け
で
な
く
生
み
出
さ
れ
る
も
の
の
品
質
面
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
安
価
な
労
働
力
よ
り
有
能
で
頼
り
に
な
る
協
力
的
な
労
働
力
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
労
働
者
の
保
護
が
効
率
を
高
め
る
可

能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

周
辺
労
働
者
が
労
働
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ス
キ
ル
を
蓄
積
で
き
な
い
ま
ま
そ
の
立
場
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
、
ま
た
労
働
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
経
済
非
活
動
者
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
政
府
に
よ
る
教
育
・
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
役
割

を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
積
極
的
な
政
策
で
彼
ら
の
就
労
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
へ
の
関
心
も
近
年
高
ま
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
を
中
心
に
福
祉
国
家
の
新
し
い
経
済
環
境
へ
の
適
応
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
問
題
点

や
課
題
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
福
祉
政
策
・
労
働
政
策
に
関
す
る
大
ま
か
な
流
れ
が
理
論
を
中
心
に
提
示
さ

れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
後
は
具
体
的
な
政
策
展
開
を
見
て
み
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
現
代
に
お
い
て
は
サ
ー
ビ
ス
経
済
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
セ
ク
タ
ー
は
こ
こ
に
従
事
す
る
人
々
の
比
率

る
べ
く
、

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

の
喪
失
に
も
つ
な
が
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。



が
高
ま
っ
て
い
る
上
、

関
法

第
五
五
巻
―
二
号

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
化
に
な
じ
み
や
す
く
周
辺
的
労
働
者
の
比
率
が
大
き
く
な
り
や
す
い
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、

(75) 

ビ
ス
セ
ク
タ
ー
は
人
的
資
本
の
多
寡
で
生
じ
る
格
差
の
大
き
さ
な
ど
、
問
題
が
集
約
し
て
い
る
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿

で
は
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
の
研
究
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
も
詳
細
に
扱
い
た
い
。

(
1
)
社
会
的
排
除
と
は
、
教
育
・
雇
用
•
住
宅
・
保
他
・
医
療
・
社
会
参
加
な
ど
か
ら
人
々
が
排
除
さ
れ
た
状
態
を
あ
ら
わ
す
（
岡
伸
一

社
会
保
障
の
新
た
な
視
点
二
「
社
会
的
排
除
」
と
「
社
会
的
統
合
」
」
『
海
外
社
会
保
障
研
究
」

No.
1
4
1

、
二

0
0
―
一
年
、
二
頁
参
照
）
。

(
2
)

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
よ
る
経
済
成
長
に
つ
い
て
は
、
山
田
鋭
夫
『
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
経
済
学
の
再
生
」
講
談
社
、
一
九
九
三
年
、
一
―

oi-
―
八
頁
、
山
田
鋭
夫
「
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
の
経
済
学
l

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
か
ら
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
ヘ
ー
」
塩
沢
由
典
編
『
経
済
学
の

現
在

1
」
日
本
経
済
評
論
社
、
二

0
0
四
年
、
二

0
1
―ー―

1
0
四
頁
な
ど
参
照
。

(
3
)
水
岡
不
二
雄
編
『
経
済
・
社
会
の
地
理
学
—
|
グ
ロ
ー
バ
ル
に
、
ロ
ー
カ
ル
に
、
考
え
そ
し
て
行
動
し
よ
う
』
有
斐
閣
、
二
0
0

二
年
、
二
四

七
ー
ニ
四
九
頁
参
照
。
テ
イ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
労
働
者
に
高
度
に
断
片
化
•
細
分
化
さ
れ
た
作
業
の
み
を
反
復
的
に
担
当
さ
せ
、
そ

れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
製
造
の
速
度
が
上
げ
ら
れ
（
コ
ー
エ
ン
・
ロ
ビ
ン
、
ケ
ネ
デ
ィ
・
ポ
ー
ル
著
、
山
之
内
靖
監
訳
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ソ

シ
オ
ロ
ジ
ー
』
平
凡
社
、
―

1
0
0
三
年
、
九
一

i
九
三
頁
）
、
生
産
性
が
向
上
す
る
。

(
4
)

坂
口
明
義
「
国
家
の
経
済
へ
の
介
入
」
宇
仁
宏
幸
編
『
入
門
社
会
経
済
学
l

資
本
主
義
を
理
解
す
る
』
ナ
カ
ニ
シ
ャ
出
版
、
二

0
0
四
年
、

一
五
九
頁
。

(
5
)

バ
チ
ェ
ラ
ー
・
レ
イ
著
、
楠
井
敏
朗
・
大
橋
陽
訳
『
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
大
量
生
産
と
―

1
0
世
紀
の
産
業
・
文
化
』
日
本
経
済
評
論
社
、

一
九
九
八
年
、
新
川
敏
光
他
『
比
較
政
治
経
済
学
』
有
斐
閣
、
―

1
0
0
四
年
、
三
四
i
三
七
頁
、
山
田
、
前
掲
論
文
、
―

1
0
0
四
年
、
二

0
五
頁
。

(
6
)

山
田
鋭
夫
『
二

0
冊
紀
資
本
主
義
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
で
読
む
」
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
、
八
一
―
ー
八
三
頁
。

(
7
)
 
J
e
s
s
o
p
,
 
B
o
b
,
 
"
T
h
e
 T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
to 
p
o
s
t
 ,
 
F
o
r
d
i
s
m
 a
n
d
 t
h
e
 
S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
i
a
n
 W
o
r
k
f
a
r
e
 
State," 
B
u
r
r
o
w
s
,
 R
o
g
e
r
 a
n
d
 L
o
a
d
e
r
,
 

B
r
i
a
n
 (eds.), 
T
o
w
a
r
d
s
 a
 po
s
t
 ,
 
F
o
r
d
i
s
t
 
W
e
l
f
a
r
e
 State, 
R
o
u
t
l
e
d
g
e
,
 1
9
9
4
,
 
p. 
1
7
,
 
f
f
i口
含
甲
久5
m
「B

・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
」
田
口
宜
甲
久
泊
~
•
中

谷
義
一
編
『
現
代
の
政
治
理
論
家
た
ち
ー
ニ
：
世
紀
へ
の
知
的
遺
産
」
法
律
文
化
社
、
一
九
九
七
年
、
二

0
五
頁
。
第
一
の
機
能
と
し
て
は
、

例
え
ば
公
共
事
業
な
ど
を
通
じ
た
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 2,
 
1
9
8
5
,
 
p. 2
3
2
)

。

(37)

な
お
、
保
守
主
義
的
福
祉
国
家
は
社
会
権
の
拡
大
は
あ
る
程
度
指
向
す
る
一
方
で
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
は
資
格
と
ル
ー
ル
に
よ
っ
て

制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
脱
商
品
化
は
中
程
度
で
あ
り
、
社
会
民
主
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
給
付
資
格
が
広
範
で
水
準
も
高
い
た
め
脱
商
品

化
の
度
合
い
は
高
い
（
エ
ス
ピ
ン
—
ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
書
、
―
1
0
0
一
年
、
四
五
、
五
二
、
五
八
、
五
九
頁
、
富
永
健
一
『
社
会
変
動
の
中

の
福
祉
国
家
』
中
央
公
論
新
社
、
二

0
0
一
年
、
一
五
四
ー
一
五
八
頁
）
。

(
3
8
)大
山
博
「
福
祉
国
家
研
究
の
課
題
」
大
山
博
他
組
『
福
祉
国
家
へ
の
視
座
l
~

揺
ら
ぎ
か
ら
再
構
築
へ
』

二
七
八
頁
。

(
E
s
p
i
n
g
 ,
 
A
n
d
e
r
s
e
n
,
 G0sta,'̂
 P
o
w
e
r
 a
n
d
 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

(39)

エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
書
、
―

1
0
0
一
年
、
七
七

i
七
八
頁
。

(40)

こ
れ
に
対
し
、
保
守
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
職
域
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
多
さ
や
公
務
員
の
特
権
か
ら
受
給
者
は
多
様
な
階
層
に
分
化
す
る

傾
向
が
あ
り
、
社
会
民
主
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
普
遍
性
や
給
付
の
平
等
性
の
高
さ
か
ら
広
範
な
層
の
国
民
が
政
府
の
提
供
す
る
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
階
層
的
に
は
一
元
化
す
る
傾
向
が
あ
る
（
エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
書
‘

1
1
0
0
一
年
、
富
永
、
前

掲
書
、
一
五
八
ー
一
六
三
頁
）
。

(41)

福
祉
国
家
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
次
頁
の
表
の
よ
う
に
あ
ら
わ
せ
る
（
エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
書
、
二

0
0
一
年
、
二
八

i
三
一

頁
参
照
）
。

な
お
、
エ
ス
ピ
ン
ー
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
議
論
に
関
し
て
は
、
埋
橋
孝
文
「
福
祉
国
家
の
類
型
論
と
日
本
の
位
置

E
s
p
i
n
g
,
 
A
n
d
e
r
s
e
n
の
所

説
を
手
が
か
り
に
し
て
」
『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
」
第
四
四
五
号
、
一
九
九
五
年
、
一
ー
五
頁
、

E
b
b
i
n
g
h
a
u
s
,
B
e
r
n
h
a
r
d
 a
n
d
 M
a
n
o
w
,
 

Philip, 
"Introduction: 
S
t
u
d
y
i
n
g
 Varieties 
of 
W
e
l
f
a
r
e
 Capitalism," 
E
b
b
i
n
g
h
a
u
s
,
 B
e
r
n
h
a
r
d
 a
n
d
 M
a
n
o
w
,
 Philip 
(eds.), 
C
o
m
 ,
 

冷

a
r
i
n
g
W
e
l
f
a
r
e
 C
a
p
i
t
a
l
i
s
m
 :
 Social Policy a
n
d
 Politi g
 
l
 Ec
o
n
o
m
y
 in E
u
r
o
p
e
,
 J
a
p
a
 ?
 
i
n
d
 the 
U
S
A
,
 R
o
u
t
l
e
d
g
e
,
 2
0
0
1
,
 
pp. 7

ー

10

も
参
照
。

(
4
2
)マ
イ
ル
ズ
・
ジ
ョ
ン
「
市
場
が
失
敗
し
た
と
き
—
ー
ー
カ
ナ
ダ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
社
会
福
祉
」
エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
・
イ
エ

ス
タ
編
、
埋
橋
孝
文
監
訳
『
転
換
期
の
福
祉
国
家
|
|
＇
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
下
の
適
応
戦
略
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
―

1
0
0
三
年
、
一
九
一
―
―

i
-

九
四
頁
。

（
六
五

0
)

二
0
0
0年、



(45) 

(44) 

(43) 
福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

A
d
v
a
n
t
a
g
e
,
 

2
0
0
1
,
 p. 7
4
)

。

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 

tional 

o
f
 
C
o
m
p
a
r
a
t
z
苔

．
．
 

V
ミ

rzetzes

ll エ
ス
ピ
ン
，
ァ
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
書
、

0
0
一
年
、
二
七
ー
ニ
八
頁
、
宮
本
太
郎
「
福

祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
と
労
働
戦
略
ー
ー

l

三
つ
の
軌

跡
」
『
季
刊
社
会
保
障
研
究
』
第
二
七
巻

第
四
号
、
一
九
九
二
年
、
一
二
七
五
ー
三
七
六
頁

で
、
こ
の
こ
と
が
公
的
年
金
の
水
準
に
つ
い
て

説
明
さ
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
国
家
体
制
に
つ
い
て
は
、

阪
野
智
一
「
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
か
ら
の
脱

却
？
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
一
―
つ
の
福
祉
国

家
|
|
」
宮
本
編
、
前
掲
書
、
一
四
九
ー
一
五

一
頁
参
照
。

E
b
b
i
n
g
h
a
u
s
 
a
n
d
 
M
a
n
o
w
,
 
op. 
cit., 
p. 

o
f
 

(46)

イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
は
自
由
市
場
経
済

(liberal 
m
a
r
k
e
t
 e
c
o
n
o
m
i
e
s
)

の
例
で
あ
る

(
T
h
e
l
e
n
,
 K
a
t
h
l
e
e
n
,
 "Varieties of L
a
b
o
u
r
 

Politics 
in t
h
e
 D
e
v
e
l
o
p
e
d
 D
e
m
o
c
r
a
c
i
e
s
,
"
 

Hall, 
P
e
t
e
r
 
A. a
n
d
 Soskice, 
D
a
v
i
d
 (ed.), 

C
a
p
i
t
a
l
i
s
m
:
 
T
h
e
 
lnstitu ,
 

F
o
u
n
dミ
tions

O
x
f
o
r
d
 

Press, 

~ 

（六五一）

政策の特質
対象の設定と

脱商品化
給付のパターン

階層構造 例

・（労働の代

わりに福祉を

選択しないよ • 二重構造

うにするた （低水準の国
• アメリカ

・ミーンズテ め）対象を低 家福祉に依存
• カナダ

自由主義的福 スト付ぎ扶助 所得者に照準
・低（労働市

する者と能力
• オーストラ

祉国家 • 最低限の所 化し，スティ
場からの離脱

に応じて市場
リア

得移転 グマつきで厳
は困難）

で福祉を購入
・（特に 1980

格なルールに する者に分
年代からの）

基き一律に低 化）
イギリス

水準の給付を

行なう

• 国家が福祉

に責任を負う
・（男性の）

保守主義的福 が，格差を維
• 中（ある程 ・職業的地位

祉国家 持するため職
賃金稼得者中 度広範な社会 による格差の

• 大陸ヨー

業・地位別の
心の制度設計 権） 固定

ロッパ諸国

プログラム

・政府による

福祉サービス

•最低基準で に国民が包摂
• 所得比例は

社会民主主義 はなく高水準 され，高所得
• 高（市場か あるものの平

的福祉国家 の普遍主義的 層の高い要求
らの開放度の 等（大半の

・スカンジナ

プログラム も福祉国家に
高さ） 人々が単一の

ビア諸国

よって満たさ
制度に入る）

れる



関
法

第
五
五
巻
三
号

§ 

(47)

田
端
博
邦
「
「
福
祉
国
家
」
と
労
使
関
係
の
理
論
1

歴
史
と
比
較
の
視
点
か
ら
|
|
＇
」
埋
橋
孝
文
編
「
比
較
の
な
か
の
福
祉
国
家
』
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
―

1
0
0
三
年
、
八
三

i
八
六
頁
。

(
4
8
)稲
上
毅
「
総
論
日
本
の
産
業
社
会
と
労
働
」
稲
上
毅
•
川
喜
多
喬
編
『
講
座
社
会
学

6

労
働
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
一

oi-
―
頁
参
照
。

(49) 
Cf., 
P
e
c
k
,
 
op. 
cit., 
pp. 2
4
6
-
2
4
7
,
 
Streeck, W
 0
 lfgang, 
"
N
a
t
i
o
n
a
l
 Diversity, R
e
g
i
m
e
 C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 a
n
d
 Institutional 
D
e
a
d
l
o
c
k
:
 

P
r
o
b
l
e
m
s
 in 
F
o
r
m
i
n
g
 a
 E
u
r
o
p
e
a
n
 Industrial 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 
S
y
s
t
e
m
,
"
 
J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 P
u
b
l
i
c
 Policy, 
V
o
l
u
m
e
 1
2
,
 
P
a
r
t
 4
,
 
1
9
9
2
,
 
pp. 

3
0
1
-
3
3
0
,
 
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ミ
シ
ェ
ル
著
、
小
池
は
る
ひ
訳
『
資
本
主
義
対
資
本
主
義
』
竹
内
書
店
新
社
、
一
九
九
二
年
。
ペ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う

な
労
働
市
場
の
あ
り
方
を

T
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
 W
a
y
と
し
て
い
る
が
、
多
様
な
資
本
主
義
に
関
す
る
研
究
の
成
果
に
よ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
も

見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
の
労
使
関
係
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
労
使

（
企
業
と
労
働
者
）
の
長
期
的
か
つ
良
好
な
関
係
や
政
府
に
よ
る
労
働
市
場
へ
の
規
制
、
介
入
な
ど
か
ら
内
部
労
働
市
場
で
ス
キ
ル
が
形
成
さ
れ

労
働
者
間
に
お
い
て
平
等
化
が
進
み
や
す
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。

(50)

エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
経
路
依
存
説
に
よ
れ
ば
、
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
以
外
の
福
祉
国
家
は
以
下
の
よ
う
な
対
処
を
し
た
。
一
定
の

脱
商
品
化
と
強
固
な
職
域
別
社
会
保
険
の
伝
統
を
も
つ
保
守
主
義
的
福
祉
国
家
は
、
社
会
保
障
の
水
準
を
維
持
し
つ
つ
余
剰
労
働
力
を
削
減
す
る

と
い
う
労
働
削
減
ル
ー
ト
を
と
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
生
産
性
が
低
く
高
コ
ス
ト
の
労
働
者
を
相
対
的
に
厚
い
保
険
（
福
祉
）
が
吸
収
す
る

こ
と
で
失
業
の
顕
在
化
を
防
ご
う
と
し
た
。
ま
た
、
脱
商
品
化
の
度
合
い
の
高
さ
と
階
層
構
造
に
お
け
る
平
等
化
を
特
徴
と
す
る
社
会
民
主
主
義

的
福
祉
国
家
は
、
充
実
し
た
福
祉
政
策
や
教
育
政
策
で
新
し
い
経
済
構
造
に
対
応
で
き
る
人
的
資
本
を
育
成
す
る
と
と
も
に
需
要
の
増
大
し
た

サ
ー
ビ
ス
職
種
に
お
け
る
公
的
雇
用
を
行
な
う
な
ど
の
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
・
ル
ー
ト
を
と
っ
た
。
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ

ル
セ
ン
・
イ
エ
ス
タ
「
黄
金
時
代
の
後
に
？
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
ジ
レ
ン
マ
」
エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
編
、
埋
橋

監
訳
、
前
掲
書
、
一
九

i
-
―
―
―
一
頁
、
宮
本
太
郎
「
比
較
福
祉
国
家
論
の

PJ
能
性
ー
ニ
―
世
紀
モ
デ
ル
ヘ
の
視
界
は
拓
け
た
か
ー
|
'
」
杜
会
政
策

学
会
編
『
「
福
祉
国
家
」
の
射
程
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
―1
0
0
一
年
、
九
-
1
0
頁
、
慎
柄
秀
子
•
井
戸
正
伸
『
改
訂
版
比
較
政
治
学
』
放

送
大
学
教
育
振
典
会
、
―

1
0
0
四
年
、
ニ
ニ
五
ー
ニ
ニ
九
頁
な
ど
参
照
。

(
5
1
)
今
H
で
は
ど
の
タ
イ
プ
の
福
祉
国
家
で
も
福
祉
と
生
産
活
動
を
連
携
さ
せ
る
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
的
特
質
が
強
化
さ
れ
て
い
る
が
、
自
由
主
義
的
福

祉
国
家
に
お
け
る
も
の
は
、
就
労
を
福
祉
給
付
の
条
件
に
し
て
労
働
市
場
へ
の
拘
束
を
強
め
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
（
宮
本
太
郎
「
福
祉
レ
ジ
ー

（
六
五
―
-
）



(57) ム
論
の
展
開
と
課
題
|
|
＇
エ
ス
ピ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
を
越
え
て
？
」
埋
橋
編
、
前
掲
書
、
二
九
ー
三

0
頁、

P
e
c
k
,
Jamie, 
W
o
r
k
/
 are 

States, T
h
e
 G
u
i
l
f
o
r
d
 Press, 2
0
0
1
)

。

(52)

エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
論
文
、
二
五
頁
。
労
働
組
合
の
影
響
力
の
低
下
に
は
、
政
府
の
反
組
合
政
策
、
組
織
率
の
低
い
分
野
で
の

労
働
者
の
割
合
の
増
加
、
経
営
側
の
労
組
に
対
す
る
姿
勢
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
動
向
を
説
明
し
た
文

献
に
は
阿
部
誠
「
一
九
九
0
年
代
英
国
に
お
け
る
労
働
組
合
規
制
の
後
退
と
労
使
関
係
の
変
化

D
e
r
e
c
o
g
n
i
tion
の
問
題
を
中
心
に
」

『
大
分
大
学
経
済
論
集
』
第
五
四
巻
第
三
号
、
―

1
0
0
二
年
な
ど
が
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
穴
見
明
「
覇
権
国
家
ア
メ
リ
カ
の
動
揺
」
田
口
富

久
治
編
『
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
先
進
六
ヵ
国
の
危
機
と
再
編
』
青
木
書
店
、
一
九
八
九
年
、
六
三
ー
六
四
頁
や

T
h
e
l
e
n
,
0
 
,p. 
cit., 
pp. 

9
2ー
9
4
~
ど
が
あ
る
。

(53)

エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
論
文
、
二
五
頁
。

(54)

樫
原
朗
「
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
の
動
向
と
現
在
」
『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
」
五
一
七
号
、
―

1
0
0
一
年
、
一
頁
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
付
き
給
付
の
比
率
の
高
ま
り
に
つ
い
て
は
、

Hills,
J
o
h
n
,
 "
T
h
e
 W
e
l
f
a
r
e
 State in the U
K
 :
 Evolution, F
u
n
d
i
n
g
 a
n
d
 

R
e
f
o
r
m
,
"

『
海
外
社
会
保
障
研
究
』

N
o
.
1
2
8

、
一
九
九
九
年
、
七
八
頁
参
照
。

(55)

田
端
、
前
掲
論
文
、
二
0

0
四
年
、
一
―
四
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
も
参
照
。
竹
田
、
前
掲
論
文
、
二
四
一
―
ー
ニ
四
九
頁
、

Hassel, A
n
k
e
,
 "
T
h
e
 G
o
v
e
r
n
a
n
c
e
 of the E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 ,
 
W
e
l
f
a
r
e
 Relationship in Britain a
n
d
 G
e
r
m
a
n
y
,
"
 E
b
b
i
n
g
h
a
u
s
 a
n
d
 M
a
n
 ,
 

o
w
 (eds.), 
0p.cit.，
pp. 1
6
 0ー

1
6
1
.

(
5
6
)
0
E
C
D
は
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
は
総
需
要
政
策
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
た
過
度
の
賃
上
げ
で
あ
り
、
そ
の
克
服
策
は
市
場
機
能
の

回
復
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
最
も
硬
直
し
た
市
場
で
あ
る
労
働
市
場
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
こ
と
が
最
も

重
要
視
さ
れ
た
。
中
で
も
、
労
働
市
場
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
に
は
賃
金
の
抑
制
や
雇
用
保
障
の
削
減
、
不
安
定
な
雇
用
契
約
に
よ
る

労
働
者
の
利
用
、
移
動
を
促
進
す
る
部
門
・
地
域
間
の
賃
金
格
差
を
最
重
要
視
し
た
。
ま
た
、
企
業
レ
ベ
ル
に
お
け
る
労
働
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ

テ
ィ
の
重
要
性
も
強
調
さ
れ
た
（
湯
浅
良
雄
『
現
代
の
労
働
過
程
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
と
生
産
シ
ス
テ
ム
の
改
革
|
|
＇
』
柏
書
房
、

一
九
九
七
年
、
一
六
七
！
一
六
八
頁
）
。

O

E

C

D
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。

O
E
C
D
,
Structural A
d
j
u
s
t
m
e
n
t
 a
n
d
 

E
c
o
n
o
m
i
c
 P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
 1
9
8
7
,
 
O
E
C
D
,
 L
a
b
o
u
r
 M
a
r
k
e
t
 F
l
 g
 
ibility: 
T
r
e
n
d
s
 in 
the Enterprise, 1
9
8
9
)

。

福
原
宏
幸
「
八
0
年
代
労
働
市
場
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
化
の
現
実
と
課
題
」
竹
中
恵
美
子
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
労
働
と
生
活
—

_
l
そ
の
ト
ー
タ

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

~ 
（
六
五
三
）



関
法

第
五
五
巻
―
二
号

一
三
四

リ
テ
ィ
を
も
と
め
て
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
、
五

i
六
頁
。
新
古
典
派
経
済
学
を
支
持
す
る
政
策
担
当
者
の
考
え
方
に
つ
い
て

は
、
福
原
、
前
掲
論
文
、
一
六
ー
一
八
頁
参
照
。
ま
た
、
サ
ッ
チ
ャ

1
時
代
の
労
働
市
場
政
策
に
つ
い
て
は
、
深
井
英
喜
「
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家

の
再
編
過
程
1

福
祉
国
家
理
念
の
史
的
考
察
ー
」
『
法
経
論
叢
（
三
重
大
学
）
」
第
一
九
巻
第
二
号
、
二

0
0
―
一
年
、
七
一

i
七
五
頁
参
照
。

(58)

福
原
、
前
掲
論
文
‘

1
0
-
1
―
頁
。
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
強
調
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、

R
o
s
e
n
b
e
r
g
,
S
a
m
u
e
l
,
 "
L
a
b
o
r
 M
a
r
k
e
t
 

R
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 in 
E
u
r
o
p
e
 a
n
d
 t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States: 
T
h
e
 S
e
a
r
c
h
 for Flexibility," 
R
o
s
e
n
b
e
r
g
,
 S
a
m
u
e
l
 (ed.), 
T
h
e
 State a
n
d
 the 

L
a
b
o
r
 M
a
r
k
e
t
,
 P
l
e
n
u
m
 Press, 1
9
8
9
,
 
pp. 3

ー

1
6

参
照
。
賃
金
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、

L
a
w
r
e
n
c
e
,
R
o
b
e
r
t
 

N
 
• 

a
n
d
 Schultze, 
C
h
a
r
l
e
s
 
L. 
(eds.), 
Barriers to 
E
u
r
o
p
e
a
n
 G
r
o
w
t
h
:
 A
 Transatlantic 
V
i
e
w
,
 T
h
e
 B
r
o
o
k
i
n
g
s
 Institution, 1
9
8
7
,
 

p. 
9

参
照
。

(59) 
N
a
t
i
o
n
a
l
 E
c
o
n
o
m
i
c
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 Office, 
C
h
a
n
g
i
n
g
 W
o
r
k
i
n
g
 Patterns: 
H
o
w
 C
o
m
p
a
n
i
e
s
 A
c
h
i
e
v
e
 Flexibility to 
M
e
e
t
 N
e
w
 

N
合
会
1
9
8
6
,
1

島
道
枝
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
労
働
の
柔
軟
性
」
問
題
(
-
)
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
」
『
経
済
学
論
纂
（
中
央
大
学
）
』

第
二
九
巻
第
一
・
ニ
合
併
号
、
一
九
八
八
年
、
四
―
―
ー
四
七
頁
、
湯
浅
、
前
掲
書
、
一
六
八
ー
一
七
―
頁
。

(60)

湯
浅
、
前
掲
書
、
一
八
一
頁
。
ベ
ン
バ
ー
と
ラ
ン
ズ
ベ
リ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
国
で
は
団
体
交
渉
な
ど
の
伝
統
的
な
労
働

市
場
の
諸
制
度
が
市
場
の
力
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
労
働
力
を
中
核
的
労
働
者
と
周
辺
的
労
働
者
に
区
分
け
す
る
二
重
構
造
を
生
み

出
し
、
そ
こ
で
は
中
核
的
労
働
者
に
関
し
て
は
組
織
化
な
ど
の
可
能
性
も
あ
る
が
周
辺
的
労
働
者
は
個
別
的
に
雇
用
・
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
し
て
い
る
（
ベ
ン
バ
ー
・
グ
レ
ッ
グ

J
.

、
ラ
ン
ズ
ベ
リ
ー
・
ラ
ッ
セ
ル

J
.

「
第
一
章
国
際
•
比
較
雇
用
関
係
研
究
へ
の
序
説
」
桑
原
靖

夫
・
ベ
ン
バ
ー
・
グ
レ
ッ
グ
J
.
、
ラ
ン
ズ
ベ
リ
ー
・
ラ
ッ
セ
ル
J
．
編
『
（
新
版
）
先
進
諸
国
の
扉
用
・
労
使
関
係1

国
際
比
較
~
二
―
世

紀
の
課
題
と
展
望
』
日
本
労
働
研
究
機
構
‘

1
1
0
0
0
年
、
一
七
頁
）
。

(61)

こ
う
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
の
労
使
関
係
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
は
以
下
の
要
素
が
あ
る
。

中
核
の
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
と
そ
れ
以
外
の
業
務
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
、
知
識
や
技
能
に
対
応
し
た
賃
金
シ
ス
テ
ム
と
そ
れ
が
欠
如
し
た
労

働
者
の
低
賃
金
化
、
労
働
者
の
個
別
的
管
理
、
労
組
の
弱
体
化
・
分
権
化
・
交
渉
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
化
、
多
様
な
技
能
訓
練
の
試
み
の
一
方
で

の
不
熟
練
労
働
者
の
再
生
産
、
市
場
原
理
に
も
と
づ
い
た
労
組
へ
の
対
抗
、
雇
用
主
に
有
利
な
関
係
を
追
求
す
る
国
家
の
政
策
（
山
田
信
行
「
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
「
国
民
社
会
」
労
使
関
係
は
収
敏
す
る
か
ー
」
『
社
会
学
評
論
』
第
五
二
巻
第
二
号
、
二

0
0
一
年
、
三
〇

七
i
-
―1
0
八
頁
）
。

（
六
五
四
）



(62)

新
自
由
主
義
に
よ
る
賃
金
と
雇
用
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
化
に
つ
い
て
は
、
篠
田
武
司
「
日
本
型
ア
フ
タ
ー
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
危
機
と
新
自
由

主
義
」
『
立
命
館
産
業
社
会
論
集
」
第
三
二
巻
第
四
号
、
一
九
九
七
年
、
四
八
ー
四
九
頁
も
参
照
。

(63)

野
田
昌
吾
「
大
贔
失
業
時
代
の
福
祉
国
家
1

福
祉
国
家
再
構
築
の
た
め
の
課
題
」
『
政
策
科
学
（
立
命
館
大
学
）
』
第
一
―
巻
第
一
二
号
、

―
1
0
0
四
年
、
八
四
i
八
七
頁
。

(64)

福
原
、
前
掲
論
文
、
一
―
頁
。

(65)

エ
ス
ピ
ン
＇
ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
論
文
、
一
三
頁
、
マ
イ
ル
ズ
、
前
掲
論
文
、
二

0
九
頁
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
市
場
と
福
祉
政
策
の

展
開
に
つ
い
て
は
、

R
h
o
d
e
s
,
M
a
r
t
i
n
,
 
"Globalization 
a
n
d
 W
e
s
t
 E
u
r
o
p
e
a
n
 W
e
l
f
a
r
e
 States "
 A
 Critical 
R
e
v
i
e
w
 of R
e
c
e
n
t
 D
e
 ,
 

bates," J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 Social Policy, V
o
l
u
m
e
 6,
 
N
u
m
b
e
r
 4,
 
1
9
9
6
,
 
pp. 3
1
3—
3
1
4
~
\
昭
唸

(66)

エ
ス
ピ
ン
I

ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
論
文
、
一
四
頁
、
野
田
、
前
掲
論
文
、
八
七
ー
八
八
頁
。

(67)

野
田
、
前
掲
論
文
、
八
六
i
八
七
頁
。
特
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
保
守
党
政
権
に
よ
る
組
合
の
弱
体
化
、
規
制
緩
和
、
杜
会
的
賃
金
の
減
少

で
所
得
の
不
平
等
が
拡
大
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
雇
用
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
伸
び
な
か
っ
た

(Mj0set,
Lars, "
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 U
n
e
m
p
l
o
y
'
 

m
e
n
t
 a
n
d
 A
g
i
n
g
 in 
t
h
e
 W
e
s
t
 E
u
r
o
p
e
a
n
 W
e
l
f
a
r
e
 States," 
Petit, 
P
a
s
c
a
l
 a
n
d
 Soete, L
u
c
 (eds.), 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 a
n
d
 the F
u
t
u
r
e
 o
f
 

E
u
r
o
p
e
a
n
 E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 E
d
w
a
r
d
 Elgar, 2
0
0
1
,
 
p. 
472)
。

(68)

エ
ス
ピ
ン
ー
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
い
う
各
福
祉
国
家
の
適
応
戦
略
の
利
点
と
問
題
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
の
と
っ

た
賃
金
の
規
制
緩
和
戦
略
（
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
ル
ー
ト
）
は
、
失
業
を
最
小
化
し
若
年
者
ら
を
社
会
に
統
合
で
き
る
一
方
で
生
産
性
の
低
下
や
不

平
等
、
収
入
の
低
下
と
福
祉
給
付
の
減
少
を
も
た
ら
す
。
大
陸
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
諸
国
の
と
っ
た
労
働
者
の
退
出
戦
略
（
労
働
削
減
ル
ー
ト
）
は
、
生

産
性
の
向
上
と
国
内
産
業
の
競
争
上
の
地
位
向
上
に
貢
献
す
る
一
方
で
労
働
市
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
）
と
で
き
な

い
者
（
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
）
の
格
差
の
拡
大
や
、
労
働
力
人
口
の
減
少
と
従
属
人
口
の
増
大
に
つ
な
が
る
。
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
の
と
っ
た
再

訓
練
戦
略
と
福
祉
国
家
の
役
割
の
重
視
（
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
ル
ー
ト
）
は
、
不
熟
練
労
働
者
の
問
題
に
訓
練
と
公
共
部
門
に
お
け
る
雇
用
で
対
処

で
き
る
一
方
で
公
共
部
門
の
コ
ス
ト
が
か
さ
む
と
い
う
問
題
が
あ
る
（
エ
ス
ピ
ン
ー
ア
ン
デ
ル
セ
ン
・
イ
エ
ス
タ
「
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
世
界
で
の

プ
ラ
ス
サ
ム
的
解
決
？
」
エ
ス
ピ
ン
，
ァ
ン
デ
ル
セ
ン
編
、
埋
橋
監
訳
、
前
掲
書
、
二
七
八
ー
ニ
七
九
頁
、
新
川
編
、
前
掲
書
、
二

0
八
ー
―

1
0

九
頁
）
。

(69)

ア
イ
ヴ
ァ
ー
セ
ン
と
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
財
政
抑
制
、
所
得
の
平
等
、
高
水
準
の
雇
用
と
い
う
各
国
の
経
済
政
策
の
追
求
す
べ
き
目
標
の
う
ち
、

福
祉
国
家
の
転
換
と
課
題

一
三
五

（
六
五
五
）



新
自
由
主
義
的
戦
略
で
は
財
政
の
抑
制
と
雇
用
の
拡
大
は
で
き
る
が
所
得
の
平
等
度
が
低
く
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
モ
デ
ル
（
保
守
主
義

的
福
祉
国
家
）
に
お
い
て
は
財
政
抑
制
と
所
得
の
平
等
は
可
能
だ
が
雇
用
は
確
保
し
に
く
い
。
社
会
民
主
主
義
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
雇
用
の
拡
大

と
所
得
の
平
等
は
可
能
だ
が
財
政
抑
制
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

(Iversen,
T
o
r
b
e
n
 a
n
d
 W
r
e
n
,
 A
n
n
e
,
 "Equality, E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 

a
n
d
 B
u
d
g
e
t
a
r
y
 Restraint: 
T
h
e
 T
r
i
l
e
m
m
a
 of t
h
e
 S
e
r
v
i
c
e
 E
c
o
n
o
m
y
,
"
 
W
o
r
l
d
 Politics, 
V
o
l
u
m
e
 5
0
,
 
N
u
m
b
e
r
 4
,
 
1
9
9
8
,
 
pp. 5
0
7
-

5
4
6
,
 
新
川
編
、
前
掲
書
、
―

1
0
九
i
ニ―

0
頁）。

(70)

伊
藤
大
一
「
イ
ギ
リ
ス
労
働
市
場
に
お
け
る
経
済
非
活
動
者
の
動
向
I

労
働
力
需
要
構
造
と
の
関
連
で
」
『
立
命
館
経
済
学
』
第
五
一
巻
第

三
号
、
二

0
0
二
年
、
六
一

i
六
九
頁
。

(71)

イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
市
場
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
労
働
市
場
の
選
別
的
な
規
制
緩
和
（
と
り
わ
け
失

業
者
や
低
賃
金
労
働
者
の
社
会
的
保
護
の
浸
食
）
、
よ
り
個
人
的
主
義
的
な
雇
用
関
係
の
確
立
、
不
安
定
就
業
、
不
平
等
の
拡
大
、
労
働
者
に
対

す
る
競
争
圧
力
の
激
化
を
内
容
と
す
る
、
「
守
り
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
」
が
進
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
攻
め
の
フ
レ
キ
シ
ビ

リ
テ
ィ
」
は
高
水
準
の
賃
金
の
維
持
、
安
定
し
た
職
の
中
で
技
能
を
形
成
さ
せ
て
、
生
産
物
の
質
に
よ
っ
て
勝
負
す
る
と
い
う
戦
略
を
と
る

(Peck, 
op. 
cit., 
1
9
9
6
,
 
p. 
1
4
1
)

。
Cf.,
M
i
c
h
o
n
,
 Frarn;ois, 
"
T
h
e
 Institutional 
F
o
r
m
s
 of W
o
r
k
 a
n
d
 E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
:
 T
o
w
a
r
d
s
 t
h
e
 

C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 of a
n
 International Historical a
n
d
 C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 A
p
p
r
o
a
c
h
,
"
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