
　
１
９
９
０
年
代
後
半
以
降
、
日
本
で
は
、
経
済
的
格
差
の
拡
大
や

生
活
保
護
受
給
者
の
増
加
な
ど
の
問
題
が
深
刻
化
す
る
と
と
も
に
、

新
た
な
社
会
問
題
が
登
場
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
長
期
失
業
、
不

安
定
雇
用
、
ホ
ー
ム
レ
ス
、
ひ
き
こ
も
り
、
母
子
世
帯
の
生
活
苦
、
子

ど
も
の
貧
困
、
高
齢
単
身
世
帯
の
社
会
的
孤
立
、
精
神
疾
患
、
自
殺

問
題
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
２
０
０
０
年

に
入
っ
て
以
降
、「
社
会
的
排
除
」そ
し
て
対
と
な
る「
社
会
的
包
摂
」

と
い
う
用
語
が
、
社
会
問
題
に
か
か
わ
る
研
究
者
や
活
動
家
に
よ
っ

て
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、「
社

会
と
の
つ
な
が
り
の
希
薄
さ
」
や
「
社
会
保
障
な
ど
の
公
的
支
援
制

度
か
ら
漏
れ
落
ち
て
い
る
こ
と
」
な
ど
、
現
代
の
社
会
問
題
の
全
体

的
な
特
徴
が
、
こ
の
用
語
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
こ
こ
に
新
し
い
社
会
問
題
を
発
見
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
社
会
的
排
除
／
包
摂
の
概
念
や
定
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く

つ
か
の
研
究
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
（
＊
１
）。
し
か
し
、

こ
の
社
会
的
排
除
に
立
ち
向
か
う
包
摂
政
策
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま

だ
検
討
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
一
つ
は
、
ど
の
よ
う
な
政
策
理
念
の

も
と
に
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
社
会
的
な
も
の
」（
英
語
で
は
ザ
・
ソ
ー
シ
ャ
ルthe social

、
フ

ラ
ン
ス
語
で
は
ル
・
ソ
シ
ア
ルle social

）
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
（
＊
２
）。
も
う
一
つ
の
課
題
は
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
排
除
さ

れ
て
い
る
人
々
を
社
会
の
主
流
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ

て
包
摂
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
社
会
的
排
除
と
い
う
用
語
が
最
初
に
使
わ
れ
た
フ
ラ

会
契
約
に
よ
っ
て
社
会
的
な
つ
な
が
り
は
確
立
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。

と
は
い
え
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
新
た
に
登
場
し
て
き
た
労
働
者
階

級
と
、
彼
ら
が
直
面
し
た
貧
困
と
い
う
社
会
問
題
は
、
市
場
で
は
解

決
さ
れ
ず
、
ま
た
議
会
政
治
の
も
と
で
も
あ
ま
り
議
論
さ
れ
ず
改
善

も
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
社
会
問
題
は
、
社
会
の
ま
と

ま
り
の
喪
失
と
階
級
対
立
と
い
う
政
治
的
色
彩
を
帯
び
る
と
と
も
に
、

解
決
の
糸
口
は
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
19
世
紀
末
フ
ラ
ン
ス
の
第
三
共
和
政
で
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
前

に
し
て
、
も
う
一
つ
の
社
会
的
つ
な
が
り
に
関
す
る
構
想
が
求
め
ら

れ
た
。
そ
れ
は
、
連
帯
の
概

念
を
め
ぐ
っ
て
構
築
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
軸
に

し
たle social

が
登
場
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
エ
ミ
ー

ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
職

業
上
の
社
会
的
分
業
を
通
じ

て
社
会
構
成
員
を
結
び
つ
け

る
相
互
依
存
関
係
を
軸
に
し

た
連
帯
原
理
に
よ
っ
て
社
会

は
支
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な

社
会
は
契
約
に
先
行
し
て
存

在
し
て
い
た
と
論
じ
た
。
す

な
わ
ち
、
職
域
な
ど
に
あ
る

中
間
集
団
を
通
し
て
、
社
会

は
個
人
の
相
互
依
存
関
係
で
支
え
ら
れ
、個
人
は
社
会
に
よ
っ
て「
自

律
」
を
保
障
さ
れ
る
と
し
た
。
ま
た
、
近
代
の
社
会
問
題
は
、
社
会

的
分
業
に
よ
っ
て
社
会
が
個
人
に
及
ぼ
す
リ
ス
ク―

―

労
働
災
害
、

職
業
病
、
老
齢
や
失
業
な
ど―

―

の
発
生
と
、
社
会
の
規
範
に
馴
染

ん
で
お
ら
ず
社
会
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
み
な
さ
れ
た
人
々―

―

伝

統
的
な
遍
歴
生
活
を
送
る
職
人
層
や
浮
浪
者―

―

の
存
在
に
あ
る
と

し
た
。
こ
れ
ら
の
解
決
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
保
険
制
度
の
導
入
に

よ
っ
て
個
人
の
リ
ス
ク
を
分
散
さ
せ
、
後
者
に
つ
い
て
は
社
会
事
業

に
よ
り
産
業
社
会
へ
と
う陶 

や冶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
、
連
帯
が

ン
ス
に
注
目
し
、こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。ま
た
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
日
本
に
お
け
る
社
会
的
排
除
／
包
摂
の
在
り
方

に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
き
た
い
。

「
社
会
的
な
も
の
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
ま
ず
、

そ
れ
は
、
近
代
以
降
の
歴
史
過
程
に
お
い
て
生
じ
て
き
た
社
会
問
題

の
総
体
で
あ
り
、
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
っ
た
政
治
的
（
お

よ
び
政
策
的
）
な
理
念
や
認
識
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
国
家
に
よ

る
政
策
の
体
系
、
と
定
義
で
き
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
「
社
会
的
な
も
の
（le social

）」
が
、

社
会
的
排
除
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
、
ジ

ャ
ッ
ク
・
ド
ン
ズ
ロ
と
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
の
言
説（
＊
３
）

に
依
拠
し
な
が
ら
み
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
、
近
代
のle social

で
あ
る
。
19
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
方
で
近
代
市
民
社
会
以
前
の
伝
統
社
会
の
共
同
体
を
良
し
と
す
る

共
同
体
主
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
置
か
れ
て
い
る
境
遇
・
社
会

的
身
分
の
類
似
性
、
同
じ
土
地
へ
の
帰
属
、
そ
し
て
伝
統
的
な
権
威

（
領
主
や
教
会
な
ど
）
へ
の
服
従
に
よ
っ
て
、
社
会
的
つ
な
が
り
を

確
保
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
産
業
革
命
の
影
響
に
よ
り

こ
れ
は
解
体
し
、
市
民
社
会
で
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、

人
々
を
経
済
的
な
か
た
ち
で
結
び
つ
け
る
市
場
や
、
法
的
主
体
と
し

て
の
一
人
ひ
と
り
の
市
民
が
国
家
か
ら
保
障
さ
れ
る
も
の
と
す
る
社

い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
は
、
連
帯
原
理
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
福
祉
国
家
の
成
立
を
み
る
。

こ
れ
が
、
19
世
紀
末
か
ら
１
９
６
０
年
代
ま
で
発
展
し
て
き
た
近
代

フ
ラ
ン
ス
のle social

で
あ
る
。

　
１
９
７
０
年
代
後
半
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
のle social

を
支
え

て
い
た
連
帯
の
概
念
が
衰
退
す
る
。
社
会
経
済
の
急
激
な
変
化
に
と

も
な
っ
て
長
期
失
業
者
や
不
安
定
労
働
者
な
ど
が
増
加
し
、
仕
事
に

就
け
る
者
と
就
け
な
い
者
の
間
に
分
断
が
生
じ
、
社
会
的
分
業
が
維

持
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
労
働
を
前
提
と
し
た
保
険
の
原

則
だ
け
で
は
福
祉
国
家
の
基
盤
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
。
ド
ン
ズ

ロ
や
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
は
、
70
年
代
後
半
以
降
の
社
会
的
排
除
は
社

会
経
済
的
秩
序
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
こ
の
排
除
が
存
続
し
つ
づ

け
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
のle social

を
危
機
に
陥
ら
せ
た
と
論
じ
た
。

　
こ
う
し
て
１
９
８
０
年
代
後
半
に
な
る
と
、
排
除
さ
れ
て
い
る
者

た
ち
へ
の
新
た
な
社
会
的
支
援
策
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
の
主
な
も

の
が
、
一
連
の
都
市
政
策
（
＊
４
）
や
参
入
最
低
所
得
（
エ
　
レ
　
ミ

Ｒ
Ｍ
Ｉ
、

１
９
８
８
年
創
設
）（
＊
５
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
政
策
の
特
徴

の
ひ
と
つ
は
、
支
援
に
必
要
な
様
々
な
社
会
関
係
や
社
会
資
源
が
息

づ
い
て
い
る
地
域
、
非
営
利
団
体
そ
し
て
社
会
的
企
業
な
ど
の
中
に

連
帯
の
創
出
を
求
め
た
点
に
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
社
会
へ
の
復

帰
支
援
は
契
約
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
エ
　
レ
　
ミ

Ｒ
Ｍ
Ｉ
で
は
、
所
得
収
入
が
一
定
水
準
以
下
に
低
下
す
る
と

誰
で
も
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
普
遍
的
最
低
所
得
が
導
入
さ

れ
る
と
と
も
に
、
政
府
と
の
契
約
に
よ
っ
て
社
会
復
帰
の
た
め
の
社

会
・
職
業
参
入
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
社
会
問
題
で
あ
る
社
会
的
排
除
に
対
し
て
、

普
遍
主
義
的
な
権
利
保
障
と
し
て
の
最
低
所
得
保
障
と
、
社
会
・
職

業
参
入
支
援
と
い
う
社
会
的
支
援
策
が
打
ち
出
さ
れ
、
連
帯
原
理
の

強
化
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
体
制
を
、
ド
ン
ズ
ロ

は
支
援
推
進
型
国
家
と
呼
ん
だ
が
、
こ
れ
は
ポ
ス
ト
近
代
のle 

social

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
社
会
・
職
業
参
入
支
援
を
活
用
す
る
（
契

約
を
結
ぶ
）
か
ど
う
か
は
当
事
者
の
自
発
的
行
為
と
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
参
入
契
約
を
結
ぶ
者
は
エ
　
レ
　
ミ

Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
受
給
者
の
約
半
分
に
過

ぎ
な
い
状
況
が
続
き
、
そ
の
課
題
の
解
決
は
２
０
０
９
年
の
エ
　
レ
　
ミ

Ｒ
Ｍ
Ｉ

の
後
継
制
度
で
あ
る
就
労
連
帯
所
得
（
エ
　
ル
　
サ

Ｒ
Ｓ
Ａ
）
へ
と
引
き
継
が
れ

た
（
＊
６
）。
こ
こ
で
は
、
エ
　
ル
　
サ

Ｒ
Ｓ
Ａ
受
給
者
の
す
べ
て
が
社
会
・
職

業
参
入
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
福
祉
国
家
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
連

帯
原
理
を
軸
に
し
て
「
社
会
的
な
も
の
」
が
再
構
築
さ
れ
、
社
会
的

包
摂
政
策
が
構
想
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た

と
え
ば
、
ブ
レ
ア
労
働
政
権
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
社
会
統
合
主
義

に
も
と
づ
く
包
摂
政
策
を
追
求
し
て
き
た
。
同
じ
よ
う
に
福
祉
国
家

と
呼
ば
れ
つ
つ
も
、「
社
会
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
理
念
や
規
範
に
は
、

国
ご
と
に
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
（
＊
７
）。

　
こ
う
し
た
状
況
に
比
べ
、
日
本
の
包
摂
政
策
は
ど
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
２
０
０
０
年
12
月
に
、
厚
生
省
社
会
・

援
護
局
は
『「
社
会
的
な
援
護
を
要
す
る
人
々
に
対
す
る
社
会
福
祉

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
報
告
書
』
を
発
表
し
、
は
じ
め
て
公

的
文
書
で
社
会
的
排
除
／
包
摂
と
い
う
用
語
を
使
い
、①
支
援
を
担

う
新
た
な
「
公
」
の
創
造
、②
当
事
者
の
多
様
な
問
題
の
発
見
の
重
視
、

③
金
銭
や
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
だ
け
で
な
く
、
相
談
体
制
の
重
視
、
情

報
提
供
、
社
会
的
つ
な
が
り
の
確
立
、
さ
ら
に
④
問
題
把
握
か
ら
解

決
ま
で
の
連
携
と
統
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
、
新
し
い
支
援
の
考
え

方
と
手
法
を
提
起
し
た
。
ま
た
、
こ
の
考
え
方
は
、
２
０
０
４
年
12

月
の
『
生
活
保
護
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会 

報
告
書
』

に
お
け
る
日
常
生
活
支
援
・
社
会
生
活
支
援
・
就
労
自
立
支
援
と
し

て
具
体
化
さ
れ
、
そ
の
後
「
ホ
ー
ム
レ
ス
等
貧
困
・
困
窮
者
の
『
絆
』

再
生
事
業
」（
２
０
０
９
年
〜
）
や
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
サ

ー
ビ
ス
・
モ
デ
ル
推
進
事
業
（
２
０
１
０
年
10
月
〜
２
０
１
３
年
３

月
）
を
経
て
、
生
活
困
窮
者
自
立
促
進
支
援
モ
デ
ル
事
業
（
２
０
１

３
年
４
月
〜
２
０
１
５
年
３
月
）
へ
と
引
き
継
が
れ
て
き
た
。
こ
の

流
れ
は
、
２
０
１
５
年
４
月
か
ら
実
施
予
定
の
生
活
困
窮
者
自
立
支

援
制
度
へ
と
結
実
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
制
度
に
お
け
る
支
援
は
、①
支
援
の
側
が
生
活
困
窮
の

当
事
者
の
発
見
に
努
め
る
こ
と
、②
相
談
事
業
実
施
に
よ
る
当
事
者

の
課
題
の
発
見
、③
支
援
に
お
い
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
や
資
源
を
活

用
す
る
こ
と
、④
当
事
者
の
状
態
に
配
慮
し
た
就
労
支
援
と
し
て
定

式
化
さ
れ
、そ
の
手
法
は
、個
別
的
、継
続
的
、包
括
的（
制
度
横
断
的
）

な
支
援
に
よ
っ
て
社
会
・
就
労
へ
の
参
加
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
従
来
は
、
行
政
側
の
認
定
に
も
と
づ
く
現
金
給
付

（
生
活
保
護
費
給
付
）
と
画
一
的
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
支
援
が
、
当
事
者
の
ニ
ー
ズ
や
状
態
に
あ
わ
せ
た
個
別
的

な
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
本
人
の
意
欲
や
自
尊
感
情
の
回
復
な
ど
も
視
野

に
入
れ
た
支
援
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
社
会
的

包
摂
に
ふ
さ
わ
し
い
支
援
手
法
へ
の
変
化
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
対
象
は
、
政
府
の
見
解
で
は
、
生
活

保
護
受
給
に
陥
る
可
能
性
の
あ
る
生
活
困
窮
者
に
限
定
さ
れ
た
。
生

活
保
護
受
給
者
に
対
し
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
を
通
じ
た
就
労

支
援
の
実
施
に
と
ど
め
、
前
記
の
支
援
枠
組
み
と
は
異
な
っ
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、「
広
い
意
味
で
の
生
活
困
窮
者
」
に
対

す
る
支
援
策
の
ハ
ー
ド
な
路
線
と
ソ
フ
ト
な
路
線
か
ら
な
る
二
重
構

造
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
＊
８
）。

　
日
本
で
は
、
２
０
０
８
年
の
自
民
党
麻
生
政
権
か
ら
２
０
１
０
年

の
民
主
党
菅
政
権
に
至
る
流
れ
の
中
で
、
社
会
的
排
除
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
改
革
で
は
三
つ
の
理
念
、
参
加
保
障
、

普
遍
主
義
、
安
心
に
も
と
づ
く
活
力
が
掲
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
２

０
１
２
年
12
月
に
登
場
し
た
安
倍
政
権
は
、
再
び
小
泉
政
権
下
で
主

張
さ
れ
た「
自
立
・
自
助
」の
提
唱
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
る（
＊
９
）。

政
権
が
変
わ
る
た
び
に
変
化
す
る
政
策
理
念
の
も
と
で
は
、「
社
会

的
な
も
の
」
の
議
論
が
深
め
ら
れ
ず
、
社
会
的
排
除
問
題
へ
の
解
決

策
は
、
容
易
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
日
本
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
欧
州
諸
国
に
比
べ
て
20

年
遅
く
社
会
的
排
除
問
題
が
生
起
し
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
ど
の
よ

う
に
立
ち
向
か
う
の
か
。
い
ま
、
私
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
を
問
わ
れ

て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
の
取
り
組
み
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
決
し
て
簡
単

な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
が
「
社
会
的
な
も
の
」

に
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
の
重
要
性
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
日

本
の
政
府
の
こ
の
問
題
へ
の
対
応
は
、
排
除
さ
れ
た
人
々
を
、
現
金

給
付
受
給
者
と
そ
れ
に
至
ら
な
い
生
活
困
窮
者
に
分
断
し
、
異
な
っ

福
祉
の
文
脈
か
ら
ソ
ー
シ
ャ
ル
を
考
え
る

ル

・

ソ

シ

ア

ル福
原 

宏
幸

Fukuhara H
iroyuki

ふ
く
は
ら
・
ひ
ろ
ゆ
き
／
１

９
５
４
年
生
ま
れ
。大
阪
市

立
大
学
大
学
院
経
済
学
研

究
科
教
授
。研
究
テ
ー
マ
は

労
働
や
貧
困
問
題
。編
著
に

『
社
会
的
排
除
／
包
摂
と
社

会
政
策
』（
法
律
文
化
社
）、

共
著
に『
21
世
紀
の
ヨ
ー
ロッ

パ
福
祉
レ
ジ
ー
ム

―
ア
ク

テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
改
革
の
多
様

性
と
日
本
』（
糺
の
森
書
房
）

な
ど
が
あ
る
。

社
会
的
排
除
／
包
摂
と「
社
会
的
な
も
の
」

「
社
会
的
な
も
の（le social

）」

っ
て
何
？

ポ
ス
ト
福
祉
国
家
へ
の
歩
み

34CEL March 201435 CEL March 2014

た
対
応
を
行
う
こ
と
を
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
。
現
在
の
政
府
の
社

会
的
排
除
に
対
す
る
政
策
理
念
が
、
自
立
・
自
助
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
自
立
に
向
け
た
意
欲
の
喚
起
、
自
立
の
意
欲
を
持
っ
た
者
だ

け
を
対
象
と
し
た
社
会
・
就
労
支
援
だ
け
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
１

９
９
０
年
代
か
ら
２
０
０
０
年
代
前
半
の
時
期
に
お
い
て
、
こ
う
し

た
社
会
的
排
除
の
問
題
が
大
き
く
膨
ら
ん
だ
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
ま

さ
に
当
時
の
政
府
の
こ
う
し
た
政
策
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

点
を
、
い
ま
一
度
問
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
社
会
的
な
も
の
」

に
正
面
か
ら
向
き
合
う
政
治
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
あ

わ
せ
て
、
社
会
的
排
除
問
題
に
取
り
組
む
人
々
か
ら
の
オ
ル
タ
ー
ナ

テ
ィ
ブ
な
政
策
提
案
が
求
め
ら
れ
つ
づ
け
て
い
る
。

貧
困
や
格
差
な
ど
の
社
会
問
題
を
、

「
排
除
」す
る
の
で
は
な
く
、

包
み
入
れ
て
い
こ
う
と
す
る

「
包
摂
」と
い
う
概
念
が
、１
９
８
０
年
か
ら

90
年
代
に
か
け
て
登
場
し
て
き
た
。

政
治
的
な
も
の
に
呼
応
す
る

「
社
会
的
な
も
の
」に
常
に
自
覚
的
だ
っ
た

フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
で
、

こ
の
概
念
が
い
ち
早
く
発
展
し
て
き
た
の
も

偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、「
社
会
的
排
除
／
包
摂
」の
視
座
は

福
祉
国
家
の
実
現
に
ど
う
生
か
さ
れ
て

き
た
の
か
。ヒ
ン
ト
を
探
り
た
い
。

Special
Feature

What does
“social”
mean?

特集
ソーシャルって何？
その7

7
Part



階級対立

伝統的権威

個人
共同体

孤立化

職域などの
中間集団

社会的
支援を担う
新たな
共同体

個人

社会的排除

社会的包摂

リ
ア
ル
な
問
題
に
い
ま
こ
そ
向
き
合
う
時

　
１
９
９
０
年
代
後
半
以
降
、
日
本
で
は
、
経
済
的
格
差
の
拡
大
や

生
活
保
護
受
給
者
の
増
加
な
ど
の
問
題
が
深
刻
化
す
る
と
と
も
に
、

新
た
な
社
会
問
題
が
登
場
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
長
期
失
業
、
不

安
定
雇
用
、
ホ
ー
ム
レ
ス
、
ひ
き
こ
も
り
、
母
子
世
帯
の
生
活
苦
、
子

ど
も
の
貧
困
、
高
齢
単
身
世
帯
の
社
会
的
孤
立
、
精
神
疾
患
、
自
殺

問
題
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
２
０
０
０
年

に
入
っ
て
以
降
、「
社
会
的
排
除
」そ
し
て
対
と
な
る「
社
会
的
包
摂
」

と
い
う
用
語
が
、
社
会
問
題
に
か
か
わ
る
研
究
者
や
活
動
家
に
よ
っ

て
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、「
社

会
と
の
つ
な
が
り
の
希
薄
さ
」
や
「
社
会
保
障
な
ど
の
公
的
支
援
制

度
か
ら
漏
れ
落
ち
て
い
る
こ
と
」
な
ど
、
現
代
の
社
会
問
題
の
全
体

的
な
特
徴
が
、
こ
の
用
語
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
こ
こ
に
新
し
い
社
会
問
題
を
発
見
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
社
会
的
排
除
／
包
摂
の
概
念
や
定
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く

つ
か
の
研
究
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
（
＊
１
）。
し
か
し
、

こ
の
社
会
的
排
除
に
立
ち
向
か
う
包
摂
政
策
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま

だ
検
討
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
一
つ
は
、
ど
の
よ
う
な
政
策
理
念
の

も
と
に
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
社
会
的
な
も
の
」（
英
語
で
は
ザ
・
ソ
ー
シ
ャ
ルthe social

、
フ

ラ
ン
ス
語
で
は
ル
・
ソ
シ
ア
ルle social

）
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
（
＊
２
）。
も
う
一
つ
の
課
題
は
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
排
除
さ

れ
て
い
る
人
々
を
社
会
の
主
流
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ

て
包
摂
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
社
会
的
排
除
と
い
う
用
語
が
最
初
に
使
わ
れ
た
フ
ラ

会
契
約
に
よ
っ
て
社
会
的
な
つ
な
が
り
は
確
立
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。

と
は
い
え
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
新
た
に
登
場
し
て
き
た
労
働
者
階

級
と
、
彼
ら
が
直
面
し
た
貧
困
と
い
う
社
会
問
題
は
、
市
場
で
は
解

決
さ
れ
ず
、
ま
た
議
会
政
治
の
も
と
で
も
あ
ま
り
議
論
さ
れ
ず
改
善

も
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
社
会
問
題
は
、
社
会
の
ま
と

ま
り
の
喪
失
と
階
級
対
立
と
い
う
政
治
的
色
彩
を
帯
び
る
と
と
も
に
、

解
決
の
糸
口
は
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
19
世
紀
末
フ
ラ
ン
ス
の
第
三
共
和
政
で
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
前

に
し
て
、
も
う
一
つ
の
社
会
的
つ
な
が
り
に
関
す
る
構
想
が
求
め
ら

れ
た
。
そ
れ
は
、
連
帯
の
概

念
を
め
ぐ
っ
て
構
築
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
軸
に

し
たle social

が
登
場
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
エ
ミ
ー

ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
職

業
上
の
社
会
的
分
業
を
通
じ

て
社
会
構
成
員
を
結
び
つ
け

る
相
互
依
存
関
係
を
軸
に
し

た
連
帯
原
理
に
よ
っ
て
社
会

は
支
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な

社
会
は
契
約
に
先
行
し
て
存

在
し
て
い
た
と
論
じ
た
。
す

な
わ
ち
、
職
域
な
ど
に
あ
る

中
間
集
団
を
通
し
て
、
社
会

は
個
人
の
相
互
依
存
関
係
で
支
え
ら
れ
、個
人
は
社
会
に
よ
っ
て「
自

律
」
を
保
障
さ
れ
る
と
し
た
。
ま
た
、
近
代
の
社
会
問
題
は
、
社
会

的
分
業
に
よ
っ
て
社
会
が
個
人
に
及
ぼ
す
リ
ス
ク―

―

労
働
災
害
、

職
業
病
、
老
齢
や
失
業
な
ど―

―

の
発
生
と
、
社
会
の
規
範
に
馴
染

ん
で
お
ら
ず
社
会
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
み
な
さ
れ
た
人
々―

―

伝

統
的
な
遍
歴
生
活
を
送
る
職
人
層
や
浮
浪
者―

―

の
存
在
に
あ
る
と

し
た
。
こ
れ
ら
の
解
決
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
保
険
制
度
の
導
入
に

よ
っ
て
個
人
の
リ
ス
ク
を
分
散
さ
せ
、
後
者
に
つ
い
て
は
社
会
事
業

に
よ
り
産
業
社
会
へ
と
う陶 

や冶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
、
連
帯
が

ン
ス
に
注
目
し
、こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。ま
た
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
日
本
に
お
け
る
社
会
的
排
除
／
包
摂
の
在
り
方

に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
き
た
い
。

「
社
会
的
な
も
の
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
ま
ず
、

そ
れ
は
、
近
代
以
降
の
歴
史
過
程
に
お
い
て
生
じ
て
き
た
社
会
問
題

の
総
体
で
あ
り
、
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
っ
た
政
治
的
（
お

よ
び
政
策
的
）
な
理
念
や
認
識
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
国
家
に
よ

る
政
策
の
体
系
、
と
定
義
で
き
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
「
社
会
的
な
も
の
（le social

）」
が
、

社
会
的
排
除
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
、
ジ

ャ
ッ
ク
・
ド
ン
ズ
ロ
と
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
の
言
説（
＊
３
）

に
依
拠
し
な
が
ら
み
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
、
近
代
のle social

で
あ
る
。
19
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
方
で
近
代
市
民
社
会
以
前
の
伝
統
社
会
の
共
同
体
を
良
し
と
す
る

共
同
体
主
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
置
か
れ
て
い
る
境
遇
・
社
会

的
身
分
の
類
似
性
、
同
じ
土
地
へ
の
帰
属
、
そ
し
て
伝
統
的
な
権
威

（
領
主
や
教
会
な
ど
）
へ
の
服
従
に
よ
っ
て
、
社
会
的
つ
な
が
り
を

確
保
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
産
業
革
命
の
影
響
に
よ
り

こ
れ
は
解
体
し
、
市
民
社
会
で
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、

人
々
を
経
済
的
な
か
た
ち
で
結
び
つ
け
る
市
場
や
、
法
的
主
体
と
し

て
の
一
人
ひ
と
り
の
市
民
が
国
家
か
ら
保
障
さ
れ
る
も
の
と
す
る
社

い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
は
、
連
帯
原
理
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
福
祉
国
家
の
成
立
を
み
る
。

こ
れ
が
、
19
世
紀
末
か
ら
１
９
６
０
年
代
ま
で
発
展
し
て
き
た
近
代

フ
ラ
ン
ス
のle social

で
あ
る
。

　
１
９
７
０
年
代
後
半
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
のle social

を
支
え

て
い
た
連
帯
の
概
念
が
衰
退
す
る
。
社
会
経
済
の
急
激
な
変
化
に
と

も
な
っ
て
長
期
失
業
者
や
不
安
定
労
働
者
な
ど
が
増
加
し
、
仕
事
に

就
け
る
者
と
就
け
な
い
者
の
間
に
分
断
が
生
じ
、
社
会
的
分
業
が
維

持
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
労
働
を
前
提
と
し
た
保
険
の
原

則
だ
け
で
は
福
祉
国
家
の
基
盤
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
。
ド
ン
ズ

ロ
や
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
は
、
70
年
代
後
半
以
降
の
社
会
的
排
除
は
社

会
経
済
的
秩
序
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
こ
の
排
除
が
存
続
し
つ
づ

け
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
のle social

を
危
機
に
陥
ら
せ
た
と
論
じ
た
。

　
こ
う
し
て
１
９
８
０
年
代
後
半
に
な
る
と
、
排
除
さ
れ
て
い
る
者

た
ち
へ
の
新
た
な
社
会
的
支
援
策
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
の
主
な
も

の
が
、
一
連
の
都
市
政
策
（
＊
４
）
や
参
入
最
低
所
得
（
エ
　
レ
　
ミ

Ｒ
Ｍ
Ｉ
、

１
９
８
８
年
創
設
）（
＊
５
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
政
策
の
特
徴

の
ひ
と
つ
は
、
支
援
に
必
要
な
様
々
な
社
会
関
係
や
社
会
資
源
が
息

づ
い
て
い
る
地
域
、
非
営
利
団
体
そ
し
て
社
会
的
企
業
な
ど
の
中
に

連
帯
の
創
出
を
求
め
た
点
に
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
社
会
へ
の
復

帰
支
援
は
契
約
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
エ
　
レ
　
ミ

Ｒ
Ｍ
Ｉ
で
は
、
所
得
収
入
が
一
定
水
準
以
下
に
低
下
す
る
と

誰
で
も
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
普
遍
的
最
低
所
得
が
導
入
さ

れ
る
と
と
も
に
、
政
府
と
の
契
約
に
よ
っ
て
社
会
復
帰
の
た
め
の
社

会
・
職
業
参
入
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
社
会
問
題
で
あ
る
社
会
的
排
除
に
対
し
て
、

普
遍
主
義
的
な
権
利
保
障
と
し
て
の
最
低
所
得
保
障
と
、
社
会
・
職

業
参
入
支
援
と
い
う
社
会
的
支
援
策
が
打
ち
出
さ
れ
、
連
帯
原
理
の

強
化
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
体
制
を
、
ド
ン
ズ
ロ

は
支
援
推
進
型
国
家
と
呼
ん
だ
が
、
こ
れ
は
ポ
ス
ト
近
代
のle 

social

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
社
会
・
職
業
参
入
支
援
を
活
用
す
る
（
契

約
を
結
ぶ
）
か
ど
う
か
は
当
事
者
の
自
発
的
行
為
と
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
参
入
契
約
を
結
ぶ
者
は
エ
　
レ
　
ミ

Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
受
給
者
の
約
半
分
に
過

ぎ
な
い
状
況
が
続
き
、
そ
の
課
題
の
解
決
は
２
０
０
９
年
の
エ
　
レ
　
ミ

Ｒ
Ｍ
Ｉ

の
後
継
制
度
で
あ
る
就
労
連
帯
所
得
（
エ
　
ル
　
サ

Ｒ
Ｓ
Ａ
）
へ
と
引
き
継
が
れ

た
（
＊
６
）。
こ
こ
で
は
、
エ
　
ル
　
サ

Ｒ
Ｓ
Ａ
受
給
者
の
す
べ
て
が
社
会
・
職

業
参
入
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
福
祉
国
家
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
連

帯
原
理
を
軸
に
し
て
「
社
会
的
な
も
の
」
が
再
構
築
さ
れ
、
社
会
的

包
摂
政
策
が
構
想
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た

と
え
ば
、
ブ
レ
ア
労
働
政
権
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
社
会
統
合
主
義

に
も
と
づ
く
包
摂
政
策
を
追
求
し
て
き
た
。
同
じ
よ
う
に
福
祉
国
家

と
呼
ば
れ
つ
つ
も
、「
社
会
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
理
念
や
規
範
に
は
、

国
ご
と
に
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
（
＊
７
）。

　
こ
う
し
た
状
況
に
比
べ
、
日
本
の
包
摂
政
策
は
ど
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
２
０
０
０
年
12
月
に
、
厚
生
省
社
会
・

援
護
局
は
『「
社
会
的
な
援
護
を
要
す
る
人
々
に
対
す
る
社
会
福
祉

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
報
告
書
』
を
発
表
し
、
は
じ
め
て
公

的
文
書
で
社
会
的
排
除
／
包
摂
と
い
う
用
語
を
使
い
、①
支
援
を
担

う
新
た
な
「
公
」
の
創
造
、②
当
事
者
の
多
様
な
問
題
の
発
見
の
重
視
、

③
金
銭
や
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
だ
け
で
な
く
、
相
談
体
制
の
重
視
、
情

報
提
供
、
社
会
的
つ
な
が
り
の
確
立
、
さ
ら
に
④
問
題
把
握
か
ら
解

決
ま
で
の
連
携
と
統
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
、
新
し
い
支
援
の
考
え

方
と
手
法
を
提
起
し
た
。
ま
た
、
こ
の
考
え
方
は
、
２
０
０
４
年
12

月
の
『
生
活
保
護
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会 

報
告
書
』

に
お
け
る
日
常
生
活
支
援
・
社
会
生
活
支
援
・
就
労
自
立
支
援
と
し

て
具
体
化
さ
れ
、
そ
の
後
「
ホ
ー
ム
レ
ス
等
貧
困
・
困
窮
者
の
『
絆
』

再
生
事
業
」（
２
０
０
９
年
〜
）
や
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
サ

ー
ビ
ス
・
モ
デ
ル
推
進
事
業
（
２
０
１
０
年
10
月
〜
２
０
１
３
年
３

月
）
を
経
て
、
生
活
困
窮
者
自
立
促
進
支
援
モ
デ
ル
事
業
（
２
０
１

３
年
４
月
〜
２
０
１
５
年
３
月
）
へ
と
引
き
継
が
れ
て
き
た
。
こ
の

流
れ
は
、
２
０
１
５
年
４
月
か
ら
実
施
予
定
の
生
活
困
窮
者
自
立
支

援
制
度
へ
と
結
実
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
制
度
に
お
け
る
支
援
は
、①
支
援
の
側
が
生
活
困
窮
の

当
事
者
の
発
見
に
努
め
る
こ
と
、②
相
談
事
業
実
施
に
よ
る
当
事
者

の
課
題
の
発
見
、③
支
援
に
お
い
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
や
資
源
を
活

用
す
る
こ
と
、④
当
事
者
の
状
態
に
配
慮
し
た
就
労
支
援
と
し
て
定

式
化
さ
れ
、そ
の
手
法
は
、個
別
的
、継
続
的
、包
括
的（
制
度
横
断
的
）

な
支
援
に
よ
っ
て
社
会
・
就
労
へ
の
参
加
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
従
来
は
、
行
政
側
の
認
定
に
も
と
づ
く
現
金
給
付

（
生
活
保
護
費
給
付
）
と
画
一
的
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
支
援
が
、
当
事
者
の
ニ
ー
ズ
や
状
態
に
あ
わ
せ
た
個
別
的

な
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
本
人
の
意
欲
や
自
尊
感
情
の
回
復
な
ど
も
視
野

に
入
れ
た
支
援
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
社
会
的

包
摂
に
ふ
さ
わ
し
い
支
援
手
法
へ
の
変
化
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
対
象
は
、
政
府
の
見
解
で
は
、
生
活

保
護
受
給
に
陥
る
可
能
性
の
あ
る
生
活
困
窮
者
に
限
定
さ
れ
た
。
生

活
保
護
受
給
者
に
対
し
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
を
通
じ
た
就
労

支
援
の
実
施
に
と
ど
め
、
前
記
の
支
援
枠
組
み
と
は
異
な
っ
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、「
広
い
意
味
で
の
生
活
困
窮
者
」
に
対

す
る
支
援
策
の
ハ
ー
ド
な
路
線
と
ソ
フ
ト
な
路
線
か
ら
な
る
二
重
構

造
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
＊
８
）。

　
日
本
で
は
、
２
０
０
８
年
の
自
民
党
麻
生
政
権
か
ら
２
０
１
０
年

の
民
主
党
菅
政
権
に
至
る
流
れ
の
中
で
、
社
会
的
排
除
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
改
革
で
は
三
つ
の
理
念
、
参
加
保
障
、

普
遍
主
義
、
安
心
に
も
と
づ
く
活
力
が
掲
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
２

０
１
２
年
12
月
に
登
場
し
た
安
倍
政
権
は
、
再
び
小
泉
政
権
下
で
主

張
さ
れ
た「
自
立
・
自
助
」の
提
唱
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
る（
＊
９
）。

政
権
が
変
わ
る
た
び
に
変
化
す
る
政
策
理
念
の
も
と
で
は
、「
社
会

的
な
も
の
」
の
議
論
が
深
め
ら
れ
ず
、
社
会
的
排
除
問
題
へ
の
解
決

策
は
、
容
易
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
日
本
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
欧
州
諸
国
に
比
べ
て
20

年
遅
く
社
会
的
排
除
問
題
が
生
起
し
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
ど
の
よ

う
に
立
ち
向
か
う
の
か
。
い
ま
、
私
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
を
問
わ
れ

て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
の
取
り
組
み
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
決
し
て
簡
単

な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
が
「
社
会
的
な
も
の
」

に
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
の
重
要
性
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
日

本
の
政
府
の
こ
の
問
題
へ
の
対
応
は
、
排
除
さ
れ
た
人
々
を
、
現
金

給
付
受
給
者
と
そ
れ
に
至
ら
な
い
生
活
困
窮
者
に
分
断
し
、
異
な
っ

社
会
的
包
摂
に

ふ
さ
わ
し
い
支
援
を

め
ざ
し
て
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（
＊
１
）た
と
え
ば
、『
社
会
的
排
除
／
包
摂
と
社
会

政
策
』（
福
原
宏
幸
編
著
、２
０
０
７
年
、法
律
文
化

社
）や
、『
社
会
的
排
除―

参
加
の
欠
如
・
不
確
か

な
帰
属
』（
岩
田
正
美
著
、２
０
０
８
年
、有
斐
閣
）な

ど
が
あ
る
。

（
＊
２
）『
社
会
』（
市
野
川
容
孝
著
、２
０
０
６
年
、岩

波
書
店
）、『
社
会
思
想
史
研
究
』34
号（
社
会
思
想

史
学
会
編
、２
０
１
０
年
、藤
原
書
店
、「
特
集 〈
社

会
的
な
も
の
〉の
概
念 

再
考
」）、『
社
会
的
な
も
の
の

た
め
に
』（
市
野
川
容
孝
、宇
城
輝
人
編
、２
０
１
３

年
、ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）が
あ
る
。

（
＊
３
）D

onzelot, Jacques (1996)“
L
es 

transform
ations de l'intervention sociale 

face à l'exclusion”, in Serge Paugam
 (éd.) 

L'exclusion: L'état des savoirs, D
écouverte.

R
osanvallon, Pierre (1995) La nouvelle 
q
u
e
s
tio
n
 s
o
c
ia
le
: R

e
p
e
n
s
e
r
 

L'Etat-providence, Seuil. 『
連
帯
の
新
た
な
る

哲
学―

―

福
祉
国
家
再
考
』（
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ

ロ
ン
著
、北
垣
徹
訳
、２
０
０
６
年
、勁
草
書
房
）

（
＊
４
）１
９
７
７
年
に
低
廉
家
賃
住
宅（
Ｈ
Ｌ
Ｍ
）の

集
合
住
宅
群
改
善
事
業
が
開
始
さ
れ
、80
年
代
か
ら

90
年
代
に「
脆
弱
都
市
区
域（
Ｚ
Ｕ
Ｓ
）」な
ど
へ
の
改

善
政
策
が
展
開
さ
れ
て
いっ
た
。『
部
落
解
放
研
究
』

１
９
３
号（
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
編
、２
０
１
１

年
、解
放
出
版
社
、「
フ
ラ
ン
ス
都
市
社
会
政
策
と
社

会
的
不
利
地
区
」川
野
英
二
）

（
＊
５
）『
フ
ラ
ン
ス
の
貧
困
と
社
会
保
護―

参
入
最

低
限
所
得（
Ｒ
Ｍ
Ｉ
）へ
の
途
と
そ
の
経
験
』（
都
留
民

子
著
、２
０
０
０
年
、法
律
文
化
社
）

（
＊
６
）『
世
界
の
貧
困
と
社
会
保
障―

日
本
の
福
祉

政
策
が
学
ぶ
べ
き
も
の
』（
大
阪
弁
護
士
会
編
、２
０
１

２
年
、明
石
書
店
、「
フ
ラ
ン
ス
の
就
労
連
帯
所
得
と
は

何
か―

貧
困
な
稼
働
層
への
最
低
所
得
保
障
と
就

労
支
援
に
向
け
て
の
二
〇
〇
九
年
改
革
」福
原
宏
幸
）

（
＊
７
）こ
の
社
会
統
合
主
義
に
つ
い
て
は
、以
下
を
参

照
さ
れ
た
い
。『
社
会
的
排
除
／
包
摂
と
社
会
政
策
』

（
福
原
宏
幸
編
著
、２
０
０
７
年
、法
律
文
化
社
、第

１
章
）

（
＊
８
）『
21
世
紀
の
ヨ
ー
ロッ
パ
福
祉
レ
ジ
ー
ム―

ア

ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョン
改
革
の
多
様
性
と
日
本
』（
福
原
宏

幸
、中
村
健
吾
編
、２
０
１
２
年
、糺
の
森
書
房
、「
日

本
に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
の
可
能
性

―

現
状
と
展
望
」福
原
宏
幸
）

（
＊
９
）２
０
１
３
年
１
月
21
日
開
催
の
第
３
回
社
会

保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
に
出
席
し
た
安
倍
首
相

は
、「
自
助
、自
立
を
第
一
に
、公
助
と
共
助
を
組
み

合
わ
せ
て
、弱
い
立
場
の
人
に
は
し
っ
か
り
と
援
助
の

手
を
差
し
伸
べ
る
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
」を
提

示
し
た（
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議w

eb

サ

イ
ト
）。フランスでは、

連帯を軸に社会的なもの
（社会問題への政治解決）が
形づくられてきた。

ル・ソシアルの変遷Chart

た
対
応
を
行
う
こ
と
を
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
。
現
在
の
政
府
の
社

会
的
排
除
に
対
す
る
政
策
理
念
が
、
自
立
・
自
助
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
自
立
に
向
け
た
意
欲
の
喚
起
、
自
立
の
意
欲
を
持
っ
た
者
だ

け
を
対
象
と
し
た
社
会
・
就
労
支
援
だ
け
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
１

９
９
０
年
代
か
ら
２
０
０
０
年
代
前
半
の
時
期
に
お
い
て
、
こ
う
し

た
社
会
的
排
除
の
問
題
が
大
き
く
膨
ら
ん
だ
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
ま

さ
に
当
時
の
政
府
の
こ
う
し
た
政
策
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

点
を
、
い
ま
一
度
問
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
社
会
的
な
も
の
」

に
正
面
か
ら
向
き
合
う
政
治
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
あ

わ
せ
て
、
社
会
的
排
除
問
題
に
取
り
組
む
人
々
か
ら
の
オ
ル
タ
ー
ナ

テ
ィ
ブ
な
政
策
提
案
が
求
め
ら
れ
つ
づ
け
て
い
る
。

ル・ソシアル

身分が近く、
同じ土地に属し、
権威（領主や教会）に
服従している境遇の
近さが生む一体感

近代以前／共同体主義

市民と国家が
社会契約で
つながる一方、
対立構造も

産業革命後／市民社会の誕生期

社会的分業で
生まれたリスクを、
保険制度と
社会事業でカバー

19世紀末／第三共和政（福祉国家）

長期失業者や
不安定労働者の
増加

1970年代／福祉国家の危機

社会・職業参入支援や
RMI（エレミ）・RSA（エルサ）の
登場

1980年代～／ポスト福祉国家


