
　
危
機
に
陥
っ
た
社
会
で
は
、将
来
に
対
す
る
期

待
が
喪
失
す
る
。二
〇
〇
四
年（
平
成
一
六
年
）

六
月
に
内
閣
府
が
発
表
し
た「
安
全
・
安
心
に
関

す
る
特
別
世
論
調
査
」に
よ
れ
ば
、「
今
の
日
本

は
安
全
・
安
心
な
国
か
」と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

「
そ
う
思
わ
な
い
」と
い
う
回
答
者
が
過
半
数
に

達
し
て
い
る
。し
か
も
、そ
の
理
由
の
第
一
位
は
、

六
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
答
者
が
指
摘
す
る
少

年
非
行
や
、自
殺
な
ど
の
社
会
的
病
理
現
象
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、第
二
位
は
、六
四
・

〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
答
者
が
指
摘
す
る
犯
罪
な
ど

に
よ
る
社
会
秩
序
の
乱
れ
に
あ
る
。つ
ま
り
、日

本
国
民
は
暗
雲
の
よ
う
に
垂
れ
込
め
て
い
る
社

会
的
危
機
と
い
う
不
安
に
脅
え
て
い
る
。�

　
し
か
も
、こ
う
し
た
社
会
的
病
理
現
象
や
社

会
的
秩
序
の
乱
れ
の
背
後
に
は
、格
差
や
貧
困
が

存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。弱

肉
強
食
、優
勝
劣
敗
の
競
争
原
理
に
も
と
づ
く

市
場
経
済
が
、格
差
を
生
み
出
す
の
は
当
然
の
結

果
で
あ
る
。
小
泉
政
権
は
格
差
拡
大
が
指
摘
さ

れ
る
と
、格
差
そ
れ
自
体
は
悪
で
は
な
い
と
開
き

直
る
。�

　
さ
ら
に
は
、内
閣
府
は
格
差
拡
大
を
認
め
た

上
で
、そ
れ
は
格
差
の
大
き
い
高
齢
層
の
比
重
が

増
加
す
る
と
い
う
人
口
構
成
上
の
変
化
に
起
因
し

て
い
て
、実
質
的
な
経
済
格
差
を
意
味
し
な
い
と

嘯
い
て
い
る
。�

　
確
か
に
、格
差
の
存
在
し
な
い
社
会
な
ど
存
在

し
な
い
。し
か
し
格
差
拡
大
は
社
会
に
亀
裂
を
走

ら
せ
、社
会
的
病
理
現
象
や
社
会
的
秩
序
の
乱
れ

を
生
じ
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、社
会
的
対
立
と
抗

争
が
激
化
す
れ
ば
、市
場
経
済
も
機
能
不
全
に

陥
る
。
政
治
の
任
務
は
、こ
う
し
た
社
会
的
亀
裂

を
解
消
し
て
、社
会
統
合
を
図
る
こ
と
に
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。�

　
い
か
な
る
社
会
で
も
、格
差
が
存
在
す
る
に
し

て
も
、社
会
の
構
成
員
が
、社
会
へ
の
帰
属
意
識
を

失
わ
な
い
よ
う
に
、格
差
を
是
正
し
て
い
く
こ
と

こ
そ
社
会
統
合
を
任
務
と
す
る
政
治
の
使
命
で

あ
る
。日
本
国
民
が
格
差
拡
大
を
意
識
し
て
い
る

の
は
、社
会
の
破
局
を
予
兆
す
る
か
の
よ
う
な
社

会
的
病
理
現
象
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。し

か
も
、社
会
統
合
を
任
務
と
す
る
時
の
政
権
が
、

冷
酷
に
も
格
差
を
是
認
し
、是
正
し
よ
う
と
す
ら

し
な
い
の
で
あ
る
。�

　
競
争
原
理
に
も
と
づ
く
市
場
経
済
で
は
、敗
者

が
生
じ
、格
差
の
存
在
が
不
可
避
と
な
る
。し
か
し
、

市
場
経
済
で
の
敗
者
は
努
力
を
怠
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
努
力
し
て
も
社
会
は
救
済
を
し
て
く
れ
な

い
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、社
会
へ
の
忠
誠
は

拒
否
さ
れ
る
。社
会
か
ら
の
逸
脱
行
動
や
抵
抗
行

動
が
蔓
延
す
る
。�

う
そ
ぶ�

統
治
放
棄
と
し
て
の�

ア
ク
ラ
シ
ー�
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54CEL Sep.  2006

CEL本文  06.10.10 11:21  ページ 54



直
る
。�

　
さ
ら
に
は
、内
閣
府
は
格
差
拡
大
を
認
め
た

拒
否
さ
れ
る
。社
会
か
ら
の
逸
脱
行
動
や
抵
抗
行

動
が
蔓
延
す
る
。�

　
日
本
国
民
が
実
感
し
て
い
る
不
安
は
、政
府
が

格
差
を
あ
る
が
ま
ま
に
ま
か
せ
、社
会
統
合
と
い

う
任
務
を
放
棄
し
て
い
る
ア
ク
ラ
シ
ー
に
起
因
し

て
い
る
。封
建
領
主
で
さ
え
、ひ
と
た
び
飢
饉
に
陥

れ
ば
、自
ら
蔵
を
開
き
、領
民
を
救
済
、領
民
の

生
活
を
保
障
し
て
社
会
統
合
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。�

　
市
場
社
会
は
、市
場
経
済
と
民
主
主
義
を
車

の
両
輪
と
し
て
い
る
。効
率
を
追
求
す
る
市
場
経

済
が
格
差
を
生
じ
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、公
平
を
追

求
す
る
民
主
主
義
が
そ
れ
を
是
正
し
な
け
れ
ば
、

市
場
社
会
は
機
能
不
全
と
な
る
。
日
本
社
会
は

ア
ク
ラ
シ
ー
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
代
置
し
な
け
れ
ば
、

破
局
を
迎
え
る
危
機
の
最
中
に
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。�

������

　�　
市
場
社
会
で
の
人
間
の
生
活
は
、生
産
物
市
場

か
ら
購
入
さ
れ
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
と
、家
族
や
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
共
同
体
が
無
償
労
働
に
よ
っ
て
供

給
す
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

生
産
物
市
場
で
購
入
さ
れ
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
は
、そ

れ
ぞ
れ
の
人
間
の
所
有
し
て
い
る
貨
幣
の
量
、つ

ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
購
買
力
に
応
じ
て
分

配
さ
れ
て
し
ま
う
。
購
買
力
の
大
小
は
、そ
れ
ぞ

れ
の
人
間
が
、労
働
市
場
な
ど
の
要
素
市
場
で
取

得
し
た
賃
金
所
得
や
資
産
所
得
で
決
ま
る
。
要

素
市
場
で
分
配
さ
れ
る
所
得
に
は
格
差
が
生
じ
、

生
産
物
市
場
で
生
活
の
た
め
に
購
入
さ
れ
る
財
・

サ
ー
ビ
ス
に
も
格
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。�

　
第
二
次
大
戦
後
に
、先
進
諸
国
が
こ
ぞ
っ
て
目

指
し
た
福
祉
国
家
は
、要
素
市
場
で
分
配
さ
れ

る
所
得
に
課
税
し
、そ
れ
を
財
源
に
市
場
の
外

側
で
現
金
給
付
を
行
う
所
得
再
分
配
国
家
だ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。し
か
し
、こ
う
し
た
所
得
再
分

配
国
家
と
し
て
の
福
祉
国
家
は
、次
の
二
つ
の
条

件
を
前
提
に
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。�

　
第
一
に
、福
祉
国
家
は
、重
化
学
工
業
を
基

軸
と
す
る
産
業
構
造
を
前
提
条
件
に
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
重
化
学
工
業
は
男
性
中

心
の
大
量
の
労
働
者
を
形
成
す
る
。こ
う
し
た

重
化
学
工
業
で
働
く
男
性
中
心
の
労
働
者
の
家

族
は
、無
償
労
働
を
行
う
女
性
が
存
在
す
る
核

家
族
と
な
る
。つ
ま
り
、男
性
の
賃
金
に
よ
っ
て

生
産
物
市
場
か
ら
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
、女

性
の
無
償
労
働
に
よ
っ
て
育
児
や
養
老
な
ど
と

い
う
財
・
サ
ー
ビ
ス
が
供
給
さ
れ
て
、人
間
の
生

活
が
営
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
福
祉

国
家
は
賃
金
を
喪
失
し
た
時
に
、賃
金
の
所
得

を
保
障
す
る
国
家
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
家
族

内
部
に
無
償
労
働
を
担
う
女
性
が
存
在
し
た

た
め
、失
業
、高
齢
退
職
、疾
病
な
ど
の
正
当
な

理
由
で
賃
金
を
喪
失
し
た
時
に
、社
会
保
険
と

し
て
賃
金
に
代
替
す
る
現
金
を
給
付
す
れ
ば
、

人
間
の
生
活
を
保
障
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。�

　
第
二
に
、福
祉
国
家
の
所
得
再
分
配
を
可
能

に
す
る
に
は
、生
産
要
素
資
本
の
移
動
を
制
御

す
る
権
限
が
、国
民
国
家
に
付
与
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。と
い
う
の
も
、

土
地
や
労
働
と
い
う
本
源
的
生
産
要
素
は
、国
境

を
越
え
て
自
由
に
移
動
し
な
い
の
に
対
し
て
、資

本
は
国
境
を
越
え
て
自
由
に
フ
ラ
イ
ト
す
る
か
ら

で
あ
る
。つ
ま
り
、高
額
所
得
を
形
成
す
る
資
本

所
得
は
課
税
し
よ
う
と
す
る
と
、資
本
は
海
外
へ

と
フ
ラ
イ
ト
し
て
し
ま
う
。そ
の
た
め
第
二
次
大
戦

後
に
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
が
形
成
さ
れ
、租
税

負
担
や
政
治
的
要
因
で
資
本
が
移
動
す
る
こ
と

を
制
御
す
る
権
限
が
、国
民
国
家
に
付
与
さ
れ

た
の
で
あ
る
。�

　
と
こ
ろ
が
、一
九
七
〇
年
代
か
ら
産
業
構
造
が

大
き
く
転
換
し
始
め
る
と
、福
祉
国
家
の
条
件
で

あ
る
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
が
崩
れ
て
い
く
。
金
融

自
由
化
が
進
み
、経
済
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
、グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
現
象
す
る
。そ
う
な
る
と
、租
税
負
担
率

を
高
め
れ
ば
、資
本
は
一
瞬
の
う
ち
に
租
税
負
担

率
の
低
い
国
民
国
家
に
フ
ラ
イ
ト
し
て
し
ま
う
。

福
祉
国
家
の
現
金
給
付
に
よ
る
所
得
再
分
配
が
、

ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
の
崩
壊
と
と
も
に
困
難
に

な
っ
て
く
る
。�

　
次
頁
の
図
１
を
み
る
と
、一
九
七
〇
年
代
の
経

済
成
長
率
と
一
九
七
〇
年
代
の
租
税
負
担
率
と

の
間
に
は
、さ
し
た
る
相
関
関
係
が
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。つ
ま
り
、租
税
負
担
を
高
く
し
て
所
得

再
分
配
を
実
施
し
て
も
経
済
成
長
を
実
現
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。�

　
と
こ
ろ
が
、一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
事
態
は

一
変
す
る
。
金
融
自
由
化
が
進
み
、資
本
統
制
が

次
々
に
解
除
さ
れ
て
い
く
と
、資
本
は
租
税
負
担

の
低
い
国
を
求
め
て
一
瞬
の
う
ち
に
フ
ラ
イ
ト
し

「
小
さ
な
政
府
」
に
よ
る�
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て
し
ま
う
。そ
の
た
め
、図
２
で
一
九
八
〇
年
代
を

み
る
と
、日
本
の
よ
う
に
租
税
負
担
率
の
低
い
国

は
、経
済
成
長
を
す
る
と
い
う
租
税
負
担
と
経
済

成
長
と
の
逆
相
関
関
係
が
、明
確
に
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
く
る
。こ
う
し
て
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、

福
祉
国
家
の
所
得
再
分
配
に
対
抗
す
る
新
自
由

主
義
の「
小
さ
な
政
府
」の
主
張
が
説
得
力
を
誇

示
す
る
こ
と
に
な
る
。一
九
七
九
年
に
イ
ギ
リ
ス
の

サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
、一
九
八
一
年
に
ア
メ
リ
カ
で
レ
ー

ガ
ン
政
権
、さ
ら
に
は
一
九
八
二
年
に
日
本
で
中

曽
根
政
権
と
、新
自
由
主
義
政
権
が
イ
ギ
リ
ス
、ア

メ
リ
カ
と
い
う
ア
ン
グ
ロ・
ア
メ
リ
カ
ン
諸
国
と
日
本

で
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。�

　
し
か
し
、新
自
由
主
義
の「
小
さ
な
政
府
」
は

格
差
社
会
を
生
起
さ
せ
る
。イ
ギ
リ
ス
を
み
て
も
、

サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
が
成
立
す
る
一
九
七
九
年
ま
で

の
イ
ギ
リ
ス
は
、所
得
が
平
等
化
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
が
誕
生
す
る

や
所
得
格
差
は
急
激
に
拡
大
す
る
。し
か
も
、格

差
社
会
に
陥
る
と
社
会
に
亀
裂
が
走
る
。サ
ッ
チ

ャ
ー
政
権
の
も
と
で
警
察
官
の
人
員
を
増
加
さ

せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、犯
罪
件
数
は
記
録
的
な

増
加
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
新
自
由
主
義
の「
小

さ
な
政
府
」は
、格
差
拡
大
を
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
で
の
無
償
労
働
に
よ
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に

よ
っ
て
補
整
し
よ
う
と
す
る
。サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
は

ビ
ク
ト
リ
ア
の
美
徳
を
謳
い
、日
本
で
は「
日
本
型

福
祉
社
会
」
を
唱
え
、家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ

る
生
活
保
障
に
依
拠
す
る
。し
か
し
、そ
う
し
た

主
張
は
、産
業
構
造
の
転
換
と
い
う
福
祉
国
家

を
行
き
詰
ま
ら
せ
た
要
因
に
よ
っ
て
、夢
物
語
に
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主
張
は
、産
業
構
造
の
転
換
と
い
う
福
祉
国
家

を
行
き
詰
ま
ら
せ
た
要
因
に
よ
っ
て
、夢
物
語
に

さ
れ
て
し
ま
う
。�

　
と
い
う
の
も
、重
化
学
工
業
を
基
軸
と
し
た
産

業
構
造
か
ら
、情
報
産
業
や
知
識
集
約
産
業
、さ

ら
に
は
サ
ー
ビ
ス
産
業
を
基
軸
と
す
る
ポ
ス
ト
工

業
社
会
に
な
る
と
、家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
無
償

労
働
を
支
え
て
い
た
女
性
が
社
会
に
進
出
す
る

よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。つ
ま
り
、福
祉
国
家
が

再
分
配
単
位
と
し
て
い
た
男
性
労
働
中
心
の
核

家
族
が
ゆ
ら
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、新
自
由
主
義
の

唱
え
る
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
生
活
保
障
を

も
困
難
に
す
る
。そ
の
結
果
と
し
て
、新
自
由
主

義
の「
小
さ
な
政
府
」は
、格
差
を
拡
大
し
、社
会

に
亀
裂
を
走
ら
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、経
済
活
動

の
停
滞
を
も
生
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。�

�������

　
福
祉
国
家
の
行
き
詰
ま
り
は
、産
業
構
造
の
転

換
に
と
も
な
う
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
、現
金
給

付
に
よ
る
再
分
配
を
困
難
に
し
た
こ
と
に
起
因

す
る
。こ
の
行
き
詰
ま
り
に
、新
自
由
主
義
は
現

金
給
付
に
よ
る
再
分
配
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で

対
抗
し
よ
う
と
し
た
。し
か
し
、産
業
構
造
を
転

換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歴
史
的
転
換
期
に
は
、

新
産
業
創
設
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
強
化
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
っ
て
も
、切
り
捨
て
れ
ば
か
え
っ
て

経
済
発
展
を
阻
害
し
て
し
ま
う
。�

　
そ
こ
で
、経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
制
約
さ
れ
る

現
金
給
付
に
よ
る
福
祉
を
現
物
給
付
、つ
ま
り

サ
ー
ビ
ス
給
付
に
よ
る
福
祉
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
て

い
こ
う
と
す
る
動
き
が
始
ま
る
。�

　
現
金
給
付
は
、高
額
所
得
者
に
負
担
を
求
め
、

低
額
所
得
者
に
給
付
す
る
。そ
の
た
め
高
額
所

得
者
が
フ
ラ
イ
ト
し
な
い
よ
う
に
国
境
を
管
理

す
る
必
要
が
あ
る
。�

　
と
こ
ろ
が
、現
物
給
付
は
相
互
扶
助
的
に
負

担
す
れ
ば
よ
く
、高
額
所
得
者
に
重
い
負
担
を

求
め
る
必
要
は
な
い
。し
た
が
っ
て
、現
金
給
付
は

国
境
を
管
理
す
る
中
央
政
府
に
し
か
実
施
可
能

で
は
な
い
の
に
、現
物
給
付
は
国
境
を
管
理
し
な

い
地
方
自
治
体
で
も
実
施
可
能
と
な
る
。と
い
う

よ
り
も
、現
物
給
付
は
生
活
実
態
に
合
わ
せ
て

供
給
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、地
方
自
治
体
に

し
か
供
給
で
き
な
い
。中
央
政
府
が
供
給
し
よ
う

と
す
れ
ば
、地
域
ご
と
に
出
先
機
関
を
設
置
せ

ざ
る
を
得
な
い
た
め
、地
方
自
治
体
が
供
給
す
る

こ
と
と
変
わ
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。�

　
そ
こ
で
福
祉
を
現
物
給
付
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
た

め
に
、地
方
分
権
の
う
ね
り
が
一
九
八
〇
年
代
か

ら
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
象
徴
は
、一
九
八

五
年
に
制
定
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
治
憲
章
で
あ

る
。�

　
経
済
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
と
こ
ろ
で
、国
民
の

生
活
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
地

方
分
権
は
中
央
政
府
の
現
金
給
付
に
よ
る
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
か
ら
、地
方
自
治
体
の
福
祉
・
医
療
・

教
育
な
ど
の
対
人
社
会
サ
ー
ビ
ス（
現
物
給
付
）

に
よ
る
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
張
り
替
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、国
民
生
活
を
守
ろ
う
と
す
る
動

き
だ
と
い
っ
て
よ
い
。こ
う
し
て
国
民
国
家
か
ら
地

方
自
治
体
へ
権
限
を
委
譲
す
る
地
方
分
権
へ
の

潮
流
が
世
界
的
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。�

　
現
金
給
付
で
あ
る
社
会
保
険
と
は
、老
齢
、疾

病
、失
業
な
ど
の
正
当
な
理
由
で
、賃
金
を
喪
失

し
た
場
合
の
賃
金
代
替
と
い
う
現
金
給
付
で
あ
る
。

日
本
で
は
社
会
保
険
を
運
営
す
る
社
会
保
障
基

金
は
、「
政
府
」
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
い
。そ
れ

は
社
会
保
障
基
金
に
中
央
政
府
か
ら
の
独
立
性

が
乏
し
い
か
ら
だ
と
い
っ
て
よ
い
。し
か
し
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
を
み
れ
ば
、社
会
保
障
基
金
の
中
央
政
府

か
ら
の
独
立
性
が
強
い
。つ
ま
り
、ド
イ
ツ
に
し
ろ
、

フ
ラ
ン
ス
に
し
ろ
、あ
る
い
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
し
て

も
、程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、雇
用
者
と
事
業
主
な

ど
か
ら
選
出
さ
れ
る
代
表
者
に
よ
る
社
会
保
障

基
金
の
自
主
運
営
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。�

　
生
産
の「
場
」に
お
け
る「
協
力
の
政
府
」と
し

て
社
会
保
障
基
金
を
位
置
づ
け
れ
ば
、生
活
の「
場
」

に
お
け
る「
協
力
の
政
府
」
と
し
て
地
方
自
治
体

を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
保
障
基
金

は
、賃
金
代
替
の
現
金
給
付
を
、地
方
自
治
体
は

相
互
扶
助
代
替
の
現
物
給
付
を
担
う
こ
と
に
な

る
。そ
の
上
で
、社
会
保
障
基
金
の
現
金
給
付
と

地
方
政
府
の
現
物
給
付
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム

を
保
障
す
る
政
府
と
し
て
中
央
政
府
を
位
置
づ

け
る
。こ
う
し
た「
三
つ
の
政
府
体
系
」の
確
立
し

て
い
く
方
向
を
念
頭
に
お
い
て
福
祉
を
再
編
し
て

い
く
道
筋
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。�

　「
小
さ
な
政
府
」
を
信
仰
す
る
日
本
で
は
、「
骨

「
三
つ
の
政
府
」で�

 

社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を�

７
年
の
租
税
負
担
率（
対
G
D
P
／
含
社
会
保
障
）（
％
）

57 CEL Sep.  2006

特集  生活者の格差論�

格
差
論
を
め
ぐ
る
多
様
な
論
点�

Ⅱ�

CEL本文  06.10.10 11:21  ページ 57



太
方
針
二
〇
〇
六
」で
も
、現
物
給
付
を
抑
制
し

つ
つ
現
金
給
付
の
切
り
捨
て
が
推
進
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
歴
史
の
教
訓
に
学
べ
ば
、結
果
は

格
差
社
会
や
不
安
社
会
を
深
刻
化
さ
せ
る
だ
け

で
あ
る
。そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
す
れ
ば
、福
祉

を
現
金
給
付
か
ら
現
物
給
付
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
。も
っ
と
も
、現
金
給
付
か
ら
現
物
給
付

に
シ
フ
ト
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
、現
金
給
付
に
現
物

給
付
を
継
ぎ
足
し
て
、現
金
給
付
と
現
物
給
付

と
セ
ッ
ト
で
、人
間
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。�

　
高
齢
者
の
生
活
も
、社
会
保
障
基
金
と
い
う

「
政
府
」の
支
給
す
る
現
金
給
付
で
あ
る
年
金

だ
け
で
保
障
す
る
の
で
は
な
く
、地
方
自
治
体
の

供
給
す
る
現
物
給
付
と
セ
ッ
ト
で
保
障
す
る
。地

方
自
治
体
が
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
物

給
付
は
、立
地
点
サ
ー
ビ
ス
と
配
達
サ
ー
ビ
ス
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
立
地
点
サ
ー
ビ
ス
に

は
、居
住
と
医
療
介
護
ケ
ア
を
統
合
し
た
ケ
ア
付

き
住
宅
、老
人
ホ
ー
ム
、痴
呆
性
老
人
対
象
の
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
な
ど
の
高
齢

者
用
入
居
施
設
が
あ
る
。こ
れ
に
対
し
て
、配
達

サ
ー
ビ
ス
に
は
、ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
、緊
急
の
ア
ラ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
両
者
の
性
格
を

兼
ね
備
え
た
老
人
専
門
病
院
、地
域
医
療
セ
ン

タ
ー
、デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
医
療
福
祉
サ
ー

ビ
ス
な
ど
が
存
在
す
る
。�

　
し
か
し
、社
会
保
障
基
金
か
ら
の
賃
金
代
替
の

現
金
給
付
と
地
方
自
治
体
か
ら
の
現
物
給
付
を

組
み
合
わ
せ
て
、人
間
と
し
て
の
最
低
生
活
を
保

障
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。そ
れ
を
克
服
す
る
た

め
に
、中
央
政
府
に
よ
る
ミ
ニ
マ
ム
保
障
が
必
要

と
な
る
。�

　
図
３
を
み
れ
ば
、一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、

経
済
成
長
と
租
税
負
担
と
の
間
に
逆
の
相
関
関

係
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。現
物
給
付
を
充
実
さ
せ

た
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
の
経
済
成
長
が
、一
九
九

〇
年
代
に
な
る
と
高
ま
り
始
め
る
の
と
は
対
照

的
に
、「
小
さ
な
政
府
」の
夢
を
ひ
た
す
ら
追
い
求

め
る
日
本
は
、経
済
成
長
を
停
滞
さ
せ
て
い
く
。�

　
重
化
学
工
業
を
基
盤
と
し
た
時
代
が
終
わ
る

と
と
も
に
、賃
金
代
替
の
現
金
給
付
に
よ
る
生
活

保
障
に
限
界
が
生
じ
て
い
る
。し
か
し
、市
場
経
済

が
生
み
出
す
格
差
を
放
置
し
て
お
け
ば
、ポ
ス
ト

工
業
社
会
、あ
る
い
は
知
識
社
会
を
支
え
る
産
業

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。し
か
も
、

家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
領
域
が
縮
小
し
て
い
け
ば
、

こ
れ
ま
で
家
族
内
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
供
給
し
て
い

た
現
物
給
付
も
提
供
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
地

方
自
治
体
の
現
物
給
付
と
、社
会
保
障
基
金
と

中
央
政
府
と
の
現
金
給
付
と
セ
ッ
ト
で
社
会
的
セ

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
張
ら
な
け
れ
ば
、格
差
社
会
か

ら
出
口
が
見
出
せ
ず
、歴
史
の
迷
路
に
迷
い
込
む

ば
か
り
で
あ
る
。�

�

東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
・
経
済
学
部
教
授
。
一

九
四
六
年
埼
玉
生
ま
れ
。
東
京
大
学
経
済
学
部
を
卒
業
後
、

日
産
自
動
車
を
経
て
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
博

士
課
程
修
了
。
大
阪
市
立
大
学
助
教
授
、東
京
大
学
助
教

授
を
経
て
現
職
。
主
な
著
書
は
、『
シ
ス
テ
ム
改
革
の
政
治

経
済
学
』（
岩
波
書
店
）、『
地
方
自
治
体
壊
滅
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出

版
）、『
二
兎
を
得
る
経
済
学 

景
気
回
復
と
財
政
再
建
』（
講

談
社
）、『
人
間
回
復
の
経
済
学
』（
岩
波
書
店
）、『
地
域
再

生
の
経
済
学
』（
中
央
公
論
新
社
）な
ど
。�

　
神
野
　
直
彦
（
じ
ん
の
・
な
お
ひ
こ
）�
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