
〇
年
代
に
な
る
と
高
ま
り
始
め
る
の
と
は
対
照

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
。�

ー
セ
ン
ト
↓
三
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
加
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、最
下
位
階
級
の
所
得
階
層

が
占
め
る
割
合
は
九
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
↓
七
・
九

パ
ー
セ
ン
ト
↓
七
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
減
少
し
て

き
て
い
る
。こ
の
事
実
だ
け
を
も
っ
て
し
て
も
、

サ
ン
プ
ル
の
代
表
性
に
大
き
な
問
題
が
な
い
か

ぎ
り
、所
得
格
差
の
増
大
は
明
ら
か
で
あ
る
。

所
得
格
差
の
増
大
は
教
育
機
会
の
不
平
等
を

介
在
さ
せ
な
が
ら
、日
本
の
社
会
全
体
の
格

差
構
造
を
拡
大
再
生
産
し
て
い
る
の
は
事
実

だ
。�

　
し
か
し
な
が
ら
私
自
身
は
、所
得
格
差
の
拡

大
の
問
題
よ
り
も
緊
要
な
格
差
問
題
が
あ
る

と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
資
産
格
差
で
あ
る
。
資

産
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
は
き
わ
め
て
制
約
さ
れ
て

い
て
正
確
な
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

し
た
が
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
補
助
金（
た
と
え
ば
、

生
活
再
建
支
援
金
）の
支
給
条
件
に
つ
い
て
も
、

よ
り
把
捉
し
や
す
い
所
得
に
つ
い
て
の
制
限
を

課
す
る
こ
と
が
多
い
。
け
れ
ど
も
、本
当
に
必

要
な
の
は
資
産
に
つ
い
て
の
制
限
を
設
け
る
こ

と
で
は
な
い
の
か
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
と
き

の
よ
う
に
、住
宅
の
倒
壊
な
ど
急
激
で
個
々
人

の
財
政
基
盤
を
根
こ
そ
ぎ
揺
る
が
す
事
態
が

生
じ
た
と
き
に
は
、少
々
の
所
得
が
あ
っ
た
と
し

て
も
火
急
事
態
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

住
宅
を
再
建
で
き
る
た
め
に
は
、一
時
的
な
相

当
の
出
費
に
耐
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
相
当
額
の
貯

え
が
必
要
だ
。�

　
と
こ
ろ
が
、悪
く
す
る
と
、倒
壊
し
て
し
ま
っ

た
家
屋
に
住
宅
ロ
ー
ン
を
払
い
続
け
、し
か
も�

�

����������������

　
最
近
の
日
本
社
会
で
は
、種
々
の
場
面
に
お

け
る
「
格
差
」
の
問
題
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

所
得
格
差
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、学
歴
格
差
、資
産

格
差
、情
報
格
差
、最
近
で
は
健
康
格
差
と
か

も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（
『
中
央
公
論
』

二
〇
〇
六
年
八
月
号
特
集
）。
本
誌
の
特
集
で

は
、さ
ま
ざ
ま
な
格
差
の
う
ち
、と
く
に
所
得
格
差

が
進
行
し
て
い
る
こ
と
が
話
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
、Ｓ
Ｓ
Ｍ（S

ocial 
S
tratification

 

and social M
obility

）と
呼
ば
れ
る
「
社
会

階
層
と
社
会
移
動
」に
関
す
る
一
〇
年
に
一
度

の
全
国
調
査
の
結
果
を
見
て
み
て
も
、五
分
位

比
率
が
一
九
七
五
年
以
降
変
化
し
て
き
て
お
り
、

最
上
位
階
級
の
所
得
階
層
が
総
所
得
に
占
め

る
割
合
が
三
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
↓
三
五
・
一
パ�

格  

差  

の  

性  

質�
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住
宅
再
建
の
た
め
に
は
、あ
ら
た
に
ロ
ー
ン
を
組

ま
な
い
と
い
け
な
い（
二
重
ロ
ー
ン
）と
い
っ
た
苦

境
に
見
舞
わ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

災
害
か
ら
の
自
立
再
建
の
過
程
で
遭
遇
す
る「
総

資
産
五
〇
〇
〇
万
円
の
壁
」の
存
在
を
指
摘
し

た
の
は
、そ
う
し
た
非
日
常
的
場
面
で
の
格
差

の
問
題
で
あ
る（
　
坂
　
二
〇
〇
五
）。�

　
よ
う
す
る
に
、「
格
差
」
に
つ
い
て
は
、い
わ
ば

日
常
的
に
進
行
す
る
所
得
格
差
の
よ
う
な
格

差
と
、災
害
の
よ
う
な
非
日
常
的
現
象
が
あ
ら

た
に
生
み
出
し
た
り
、そ
れ
ま
で
潜
在
化
し
て
い

た
も
の
を
露
呈
さ
せ
た
り
す
る
格
差
と
を
区
別

し
て
か
か
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
後
者

の
ほ
う
が
よ
り
深
刻
だ
、と
思
う
。�

　
で
は
、そ
う
し
た
深
刻
な
格
差
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
対
抗
措
置
が
有
効
で
あ
っ
た
か
。
ま
た
、

今
後
あ
り
う
る
か
。
ま
ず
は
、具
体
的
な
制
度

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。�

　
兵
庫
県
で
は
、阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
、さ
ま

ざ
ま
の
反
省
を
も
と
に
、そ
れ
ま
で
は
な
か
っ
た

制
度
的
工
夫
が
全
国
に
先
駆
け
て
考
え
出
さ
れ

た
。
兵
庫
県
住
宅
再
建
共
済
制
度（
以
下
、「
共

済
制
度
」
）が
そ
れ
で
あ
る
。こ
の
制
度
の
下
で

は
、年
額
五
〇
〇
〇
円
の
掛
け
金
を
支
払
っ
て
い

れ
ば
、災
害
に
遭
っ
て
半
壊
以
上
の
被
害
を
受

け
た
世
帯
が
、た
と
え
ば
全
半
壊
し
た
自
宅（
所

有
す
る
住
宅
）を
再
建
・
購
入
す
れ
ば
六
〇
〇

万
円
の
給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
る
。�

　
こ
の
共
済
制
度
は
、ど
こ
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ー
フ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
機
能
を
果
た
せ
る
だ
ろ

う
か
。コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ー
フ
ネ
ッ
ト
と
し
て
は
共

済
制
度
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ

の
二
点
に
し
ぼ
っ
て
略
述
し
た
い
。
そ
の
前
に
資

産
格
差
が
こ
の
種
の
ダ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
影
響
を
被
る
か
に
つ
い
て
急
ぎ
足
で
見
て

お
き
た
い
。�

������

　
一
九
九
五
年
時
の
民
間
分
譲
住
宅
の
平
均

購
入
費
は
四
六
一
一
万
円
で
あ
っ
た（
平
成
一

〇
年
度
「
民
間
住
宅
建
設
資
金
実
態
調
査
結

果
」
）。
住
宅
の
広
狭
や
グ
レ
ー
ド
に
よ
っ
て
も
、

年
に
よ
っ
て
も
、価
格
相
場
は
異
な
る
が
、一
応

の
目
安
に
は
な
る
。
一
九
九
五
年
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査

デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、総
資
産
が
五
〇
〇
〇
万
円

以
下
の
人

（々
有
配
偶
者
）は
七
〇
・
八
パ
ー
セ

ン
ト
で
あ
り
、五
〇
〇
〇
万
円
以
上
の
人
（々
同
）

は
二
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る（
Ｎ
＝
一
三
二
八
）。

大
雑
把
に
言
っ
て
、七
割
が
五
〇
〇
〇
万
円
以

下
だ
。
私
は
こ
こ
に
資
産
階
層
格
差
の
大
き
な

壁
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
壁
を
乗

り
越
え
ら
れ
な
い
人
々
の
こ
と
を
「
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ

ブ
ル
な（
脆
弱
な
）人
々
」と
仮
称
し
た
。し
か
し
、

こ
の
推
論
は
あ
ま
り
に
も
単
純
だ
。
災
害
時
に

住
宅
ロ
ー
ン
が
残
っ
て
い
れ
ば
ど
う
か
。
全
壊
し

た
住
宅
の
再
建
費
用
は
い
く
ら
か
。
災
害
に
よ

っ
て
被
る
い
わ
ば
「
資
産
ダ
メ
ー
ジ
」
は
ど
う
考

え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。�

　
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、「
も
し
災

害
が
生
じ
た
ら
被
っ
た
で
あ
ろ
う
資
産
ダ
メ
ー
ジ

の
程
度
」
と
し
て「
資
産
ダ
メ
ー
ジ
率
」
を
操
作

的
に
定
義
し
て
み
た
。
災
害
に
よ
っ
て
全
世
帯
の

家
屋
が
全
壊
し
た
と
仮
定
し
て
、各
世
帯
の
資

産
ダ
メ
ー
ジ
率
Ｄ
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て

み
る（
次
頁
の
式
）。こ
こ
で
、四
・
三
三
を
推
定

住
宅
評
価
額
に
か
け
て
い
る
の
は
、平
均
住
宅

建
設
費
を
評
価
額
か
ら
推
定
す
る
た
め
の
調

整
係
数
で
あ
り
、α
、β
は
と
も
に
最
小
の
生

活
基
礎
資
産
で
と
も
に
一
〇
万
円
と
仮
定
。
詳

細
は
、　
坂（
二
〇
〇
五
）、石
田
・
　
坂
・
浜
田

（
近
刊
）を
参
照
さ
れ
た
い
。�

　
資
産
ダ
メ
ー
ジ
率
は
、災
害
後
住
宅
再
建
に

つ
い
て
意
志
決
定
を
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
ダ
メ
ー
ジ
の
程
度
を
表
す
。
資
産
ダ
メ
ー

ジ
率
が
一
の
と
き
、災
害
が
起
こ
っ
て
住
宅
再
建

を
し
た
場
合
、手
持
ち
資
産
が
ゼ
ロ
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
を
超
え
る
と
き
、負

債
が
手
持
ち
を
上
回
る
こ
と
を
意
味
し
、ゼ
ロ

と
一
の
間
の
値
を
と
る
と
き
は
手
持
ち
の
何
割

が
残
る
か
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、こ
れ
は

割
合
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、絶
対
額
を
意

味
し
な
い
。�

　
こ
こ
で
、ど
の
社
会
層
が
、ど
の
程
度
の
災
害

を
受
け
る
か
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、い

わ
ば
災
害
に
よ
っ
て
露
呈
す
る
資
産
格
差
を
予

見
で
き
る
。
結
果
は
、総
資
産
が
五
〇
〇
〇
万

円
以
上
あ
れ
ば
手
持
ち
資
産
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ

と
も
め
っ
た
に
な
い
し
、負
債
が
手
持
ち
を
上
回

資 

産 

格 

差 
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こ
の
共
済
制
度
は
、ど
こ
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ー
フ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
機
能
を
果
た
せ
る
だ
ろ

た
住
宅
の
再
建
費
用
は
い
く
ら
か
。
災
害
に
よ

っ
て
被
る
い
わ
ば
「
資
産
ダ
メ
ー
ジ
」
は
ど
う
考

円
以
上
あ
れ
ば
手
持
ち
資
産
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ

と
も
め
っ
た
に
な
い
し
、負
債
が
手
持
ち
を
上
回

る
こ
と
は
な
い（
五
〇
〇
〇
万
円
以
上
を
も
つ

世
帯
の
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）。
逆
に
言
え
ば
、総

資
産
が
五
〇
〇
〇
万
円
を
下
回
る
場
合
に
は
、

そ
の
二
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
世
帯
の
資
産
ダ
メ

ー
ジ
率
が
一
を
超
え
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
が

得
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、「
持
ち
家
あ
り
」
世
帯
の

ダ
メ
ー
ジ
率
の
平
均
は
〇
・
七
を
超
え
て
お
り
、

「
持
ち
家
な
し
」
世
帯
の
平
均（
お
よ
そ
〇
・
二
）

を
は
る
か
に
上
回
る
こ
と
、職
業
階
層
別
の
有

意
差
は
見
ら
れ
な
い
が
、年
代
別
で
見
る
と
四

〇
歳
代
が
ピ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
、な
ど
も
分
か
っ

た
。�

������
　
「
共
済
制
度
」の
も
と
で
は
、住
宅
が
災
害
に

よ
っ
て
全
半
壊
し
、兵
庫
県
内
で
住
宅
再
建
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、そ
の
た
め
の
費
用

と
し
て
六
〇
〇
万
円
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。つ
ま
り
先
の
資
産
ダ
メ
ー
ジ
率
を
求
め

る
算
式
の
分
母
に
六
〇
〇
万
円
が
加
算
さ
れ
る
。

で
は
そ
の
効
果
の
ほ
ど
は
ど
う
か
。シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
結
果
に
よ
れ
ば
、資
産
ダ
メ
ー
ジ
率
が
一

以
上
に
な
る
世
帯
が
合
わ
せ
て
一
五
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
か
ら
一
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
す
る
。

資
産
階
層
別
に
見
る
と
、五
〇
〇
〇
万
円
以
下

に
お
け
る
ダ
メ
ー
ジ
率
一
以
上（D

　

1

）の
比

率
が
二
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
五
・
六
パ
ー
セ

ン
ト
に
減
少
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、持
ち
家
あ
り

世
帯
の
ダ
メ
ー
ジ
率
平
均
も
改
善
す
る
こ
と
、

す
べ
て
の
世
代
に
わ
た
っ
て
改
善
は
な
さ
れ
る

も
の
の
、四
〇
歳
代
の
資
産
ダ
メ
ー
ジ
率
は
共
済

制
度
の
適
用
後
も
相
対
的
に
は
他
の
世
代
の
そ

れ
に
比
べ
て
高
い
こ
と
、な
ど
も
分
か
っ
た
。�

　
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
給
付
金
を
高
く
設

定
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、よ
り
多
く
の
世
帯
の
資

産
ダ
メ
ー
ジ
が
一
を
下
回
る
よ
う
に（
平
た
く

表
現
す
れ
ば
、よ
り
多
く
の
人
々
を
救
う
こ
と

が
）で
き
る
。
し
か
し
試
算
に
よ
れ
ば
、仮
に
給

付
金
を
六
〇
〇
万
円
か
ら
二
〇
〇
〇
万
円
に

上
げ
た
と
し
て
も
、資
産
ダ
メ
ー
ジ
と
い
う
指
標

を
見
る
か
ぎ
り
、現
実
に
救
済
さ
れ
る
人（
＝

災
害
前
は
資
産
ダ
メ
ー
ジ
率
が
一
以
上
だ
っ
た

人
で
災
害
後
の
再
建
時
に
一
を
下
回
る
よ
う

に
な
っ
た
人
）は
六
割
に
満
た
な
い
。
資
産
ダ
メ

ー
ジ
率
を
全
員
一
以
下
に
も
っ
て
い
く
、
す
な

わ
ち
被
災
後
に
負
債
が
手
持
ち
資
産
額
を
上

回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、と
い
う
こ
と
は
至
難
の

業
だ
。�

　
む
ろ
ん
、負
債
や
借
金
が
残
っ
て
し
ま
う
人
々

が
出
て
し
ま
う
こ
と
は
、ど
の
社
会
に
と
っ
て
も

あ
る
意
味
で
は
「
常
態
」
か
も
し
れ
な
い
し
、そ

れ
を
一
挙
に
な
く
す
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
。

問
題
は
そ
れ
ら
の
人
々
が
、負
債
や
借
金
を
返

し
て
い
く
力
を
も
っ
て
い
る
人
々
か
ど
う
か
、ま

た
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
社
会
経
済
的
な

仕
組
み
が
完
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
共
済
制
度
と
は
ま
た
レ
ベ
ル
を
異
に
す

る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
課
題
が
あ
る
。�

災害後予想される負債額� 推定住宅評価額×4.33＋住宅ローン＋α�

災害後資産総額� （不動産資産評価額－推定住宅評価額）＋金融資産＋β�
＝�＝�D

≧
�

兵
庫
県
住
宅
再
建
共
済
制
度
の
効
果�
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共
済
制
度
に
全
世
帯
が
加
入
す
る
と
仮
定

し
た
場
合
、災
害
後
負
債
を
抱
え
て
し
ま
う
層

の
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
改
善
す
る（
＝
資
産
ダ
メ

ー
ジ
率
が
一
以
下
に
な
る
）こ
と
が
分
か
っ
た
。

さ
ら
に
、給
付
金
を
六
〇
〇
万
円
以
上
に
す
る

こ
と
で
、よ
り
多
く
の
層
を
救
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、そ
の
た
め
に
は
掛
け

金
を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

制
度
そ
の
も
の
の
存
立
を
脅
か
す
。つ
ま
り
「
最

後
の
一
人
ま
で
」
を
救
済
す
る
た
め
に
法
外
の

額
の
掛
け
金
を
必
要
と
し
、そ
れ
は
加
入
を
阻

害
し
、ひ
い
て
は
県
の（
給
付
金
貸
付
利
子
の
肩

代
わ
り
の
形
で
の
）負
担
を
増
大
さ
せ
る
か
ら

だ
。�

　
ど
こ
ま
で
共
済
制
度
を
「
充
実
」
さ
せ
て
も
、

そ
こ
か
ら
零
れ
落
ち
る
人
（
＝
資
産
ダ
メ
ー
ジ

率
を
一
よ
り
小
さ
く
で
き
な
い
人
）は
残
る
、

と
い
う
事
実
だ
。
そ
う
し
た
人
々
の
割
合
が
大

き
い
か
小
さ
い
か
、の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ

れ
の
人
々
の
人
生
は
丸
ご
と
な
の
だ
か
ら
「
最

後
の
一
人
ま
で
」
救
済
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
・
セ
ー
フ
ネ
ッ
ト
を
案
出
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。�

　
私
が
思
い
描
く
こ
と
の
で
き
る
「
も
う
一
つ
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ー
フ
ネ
ッ
ト
」の
理
念
型
は
三
つ

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
や
や
唐
突
に
響
く
か
も
し
れ

な
い
が
、一
つ
目
は
、現
代
版
「
入
会
地
」
の
創

出
と
確
保
。二
つ
目
は
、中
国
風
の「
居
民
委
員

会
」
、あ
る
い
は
住
民
の
自
治
組
織（
自
治
会
や

町
内
会
な
ど
）に
よ
る
住
民
の
囲
い
込
み
。
三
つ

目
は
、イ
ギ
リ
ス
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
リ
ン
ク
に
見
ら

れ
る
組
織
と
被
救
済
者
と
政
府
の
三
者
協
働

連
合
の
創
出
、で
あ
る
。�

　
「
入
会
地
」
は
ム
ラ
の
総
有
地
で
あ
り
、そ
れ

を
急
な
る
困
窮
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
で
困

窮
者
の
最
低
限
の
生
活
を
確
保
す
る
と
い
う

機
能
も
も
っ
て
い
た
。「
貧
民
稼
ぎ
」
と
い
う
ム

ラ
独
特
の
緊
急
対
応
策
も
あ
っ
た
と
い
う（
古

川
　

二
〇
〇
四
）。
し
か
し
、生
業
と
住
宅
、職

住
分
離
し
た
形
態
が
支
配
的
な
現
代
都
市
型

社
会
で
は
、こ
こ
に
戻
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
方

途
は
非
現
実
的
だ
。コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
少
々
の
信

頼
と
安
心
を
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
し
た
と

し
て
も
、そ
こ
ま
で
の
財
政
保
証
を
期
待
す
る

の
は
無
理
だ
。か
と
い
っ
て
、生
活
を
丸
ご
と
抱

え
込
む
よ
う
な
「
自
治
会
」が
あ
っ
た
と
し
て
、

こ
れ
も
個
人
主
義
化
し
た
現
代
日
本
に
は
無

理
な
よ
う
に
思
う
。
災
害
時
に
は
あ
り
が
た
い

か
も
し
れ
な
い
が
、日
常
的
に
互
い
の
台
所
や

懐
具
合
を
覗
き
あ
う
よ
う
な
生
活
は
息
苦
し

く
は
な
い
か
。
中
国
で「（
社
区
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

居
民
委
員
会
」（
農
村
で
は
「
村
民
委
員
会
」
）

が
そ
れ
な
り
に
機
能
し
て
い
る
の
は
、そ
れ
を

上
回
る
「
丸
抱
え
構
造
」
と
し
て
の「
単
位（
タ

ン
ウ
ェ
イ
）制
度
」の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
だ（
　

坂
　

二
〇
〇
二
）。�

　
残
る
は
、ワ
ー
キ
ン
グ
・
リ
ン
ク
型
の
シ
ス
テ
ム

の
案
出
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、こ
の
制
度
は

も
と
も
と
失
業
者
対
策
と
し
て（
首
相
に
就
任

す
る
前
の
）ブ
レ
ア
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
も
の

だ
が
、こ
れ
は
、民
間
組
織
と
失
業
者
、政
府
が

「（
三
方
一
両
損
で
は
な
く
）三
方
一
両
得
」
に

な
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
日
本
で
こ
の
シ
ス
テ
ム
が

定
着
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、こ
れ
か
ら
の

市
民
社
会
で
は
最
も
有
効
な
制
度
で
は
な
い
か
、

と
私
は
考
え
て
い
る
。
む
ろ
ん
、社
会
的
資
本
と

し
て
の「
信
頼
」が
大
切
で
あ
る
と
い
う
見
解
が

有
力
で
あ
り
有
効
で
も
あ
る
と
は
思
う
け
れ
ど

も
、そ
の「
信
頼
」
を
制
度
化
す
る
こ
と
も
大
切

で
あ
ろ
う
。
こ
の
型
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、「
最

後
の
一
人
ま
で
」
を
救
済
す
る
こ
と
、こ
れ
が
も

う
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ー
フ
ネ
ッ
ト
だ
と
私

は
考
え
て
い
る
。�

　
「
自
助
」
と
「
公
助
」
と
「
共
助
」
と
は
三
位

一
体
と
い
う
形
で
並
列
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。し
か
し
、共
済
制
度
の
よ
う
な「
共
助
」

を
社
会
全
体
の
仕
組
み
と
し
て
成
功
さ
せ
る
た

め
に
は
、「
個
人
の
側
の
支
援
」
と
「
行
政
の
側
の

支
援
」の
両
方
が
大
切
で
あ
る
。
戦
後
、日
本
国

家
は
個
人
化
し
た
所
有
制
を
慫
慂
す
る
政
策

を
と
り
つ
づ
け
て
き
た
が
、こ
れ
か
ら
は「
共
助
」

そ
の
も
の
を
支
え
て
い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
。「
民
で
で
き
る
こ
と
は
民
で
」
と
の
合

言
葉
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た（
し
、

そ
の
こ
と
が
格
差
拡
大
を
招
い
た
）。し
か
し
、「
官

で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
は
官
で
」
や
っ
て
い

く
こ
と
は
も
と
よ
り
必
要
だ
。
そ
れ
も
住
民
や

地
方
行
政
、自
治
組
織
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
調
を
前

し
ょ
う
よ
う�

も
う
一
つ
の�

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ー
フ
ネ
ッ
ト�
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ー
フ
ネ
ッ
ト
」の
理
念
型
は
三
つ

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
や
や
唐
突
に
響
く
か
も
し
れ

坂
　

二
〇
〇
二
）。�

　
残
る
は
、ワ
ー
キ
ン
グ
・
リ
ン
ク
型
の
シ
ス
テ
ム

く
こ
と
は
も
と
よ
り
必
要
だ
。
そ
れ
も
住
民
や

地
方
行
政
、自
治
組
織
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
調
を
前

提
と
し
た
大
き
な
役
割
を
負
っ
て
い
る
、と
言

え
る
だ
ろ
う
。
頻
発
す
る
犯
罪
や
事
件
を
防
止

す
る
上
で
は
、小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
ま
だ
ま

だ
役
立
つ
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

大
き
な
格
差
の
露
呈
に
対
し
て
は
、小
さ
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
超
え
た
対
応
が
必
要
に
な
る
の
で

あ
る
。�

　
む
ろ
ん
、住
民
も
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
て
は
駄

目
だ
。

＊
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
デ
ー
タ
使
用
に
関
し
て
は
、二
〇
〇
五
年
Ｓ
Ｓ

Ｍ
調
査
研
究
会
の
許
可
を
得
て
い
る
。

参
考
文
献
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

●
『
村
の
生
活
環
境
史
』
世
界
思
想
社
　
古
川
彰
　
二
〇
〇
四�

●
「
住
宅
再
建
共
済
制
度
に
関
す
る
数
理
社
会
学
的
考
察
I
」『
先

端
社
会
研
究
』
関
西
学
院
大
学
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
　

石
田
淳
・
　
坂
健
次
・
浜
田
宏�

●
「
中
国
に
お
け
る
『
居
民
委
員
会
』
の
現
状
と
課
題
」『
関
西
学
院

大
学
　
社
会
学
部
紀
要
』
九
一
号 

: 

三
六
―
四
八
　
　
坂
健
次

　
二
〇
〇
二�

●
「
進
む
階
層
化
社
会
の
な
か
で
『
被
害
の
階
層
性
』
は
克
服
で
き
る

か
―
総
資
産
五
〇
〇
〇
万
円
の
壁
を
ど
う
考
え
る
か
」『
世
界
』

二
〇
〇
五
年
一
二
月
号 
: 

一
九
〇
―
一
九
八
　
　
坂
健
次
　
二

〇
〇
五�

関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
・
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
。

関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
卒
業
、同
大
学
院
修
士
課
程
修

了
、大
阪
大
学
大
学
院
博
士
課
程
中
退
、ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大

学
大
学
院
卒
業
。
大
阪
大
学
文
学
部
助
手
、大
阪
大
学
人

間
科
学
部
助
手
、桃
山
学
院
大
学
社
会
学
部
助
教
授
、放

送
大
学
客
員
教
授
、京
都
大
学
文
学
研
究
科
客
員
教
授
を

経
て
現
職
。
主
な
著
書
は
、『
社
会
学
に
お
け
る
フ
ォ
ー
マ

ル
・
セ
オ
リ
ー
（
改
訂
版
）
』（
ハ
ー
ベ
ス
ト
社
）
、『
階
層
社

会
か
ら
新
し
い
市
民
社
会
へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
）な
ど
。�

�

　
　
坂
　
健
次
（
こ
う
さ
か
・
け
ん
じ
）�

CEL

63 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 11:22  ページ 63


