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東
ア
ジ
ア
諸
国
の
福
祉
を
比
較
研
究
し
て
地
域
全
体
の
福

祉
の
底
上
げ
を
図
る
こ
と
が
各
国
の
社
会
的
安
定
に
つ
な
が
り
地
域

の
安
全
保
障
に
も
寄
与
す
る
、
と
い
う
論
旨
は
新
鮮
で
し
た
。
東
ア

ジ
ア
の
福
祉
の
比
較
研
究
を
始
め
た
き
っ
か
け
を
教
え
て
下
さ
い
。

上
村
泰
裕
氏　

高
校
時
代
に
偶
然
の
出
会
い
か
ら
見
田
宗
介
先
生

の
著
書
を
何
冊
か
読
み
、
未
来
社
会
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
社

会
学
と
い
う
学
問
が
あ
る
ら
し
い
と
知
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
東
京
大

学
に
入
っ
て
見
田
先
生
の
講
義
を
駒
場
の
大
教
室
の
最
前
列
で
聴

き
、
２
年
生
に
な
っ
て
ゼ
ミ
に
も
参
加
し
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
見

田
社
会
学
に
は
具
体
的
な
政
策
論
が
な
い
み
た
い
だ
と
気
づ
い
た
ん

で
す
ね
。
八
王
子
の
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
の
合
宿
で
ビ
ー
ル
を
飲

み
な
が
ら
そ
の
点
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
僕
の
理
論
は
５
０
０
年
先

の
社
会
を
変
え
る
の
だ
と
言
わ
れ
た
（
笑
）。
そ
れ
で
は
待
ち
き
れ

な
い
と
言
う
と
、
こ
ん
ど
本
郷
に
武
川
正
吾
さ
ん
と
い
う
社
会
構
想

論
の
先
生
が
着
任
す
る
か
ら
そ
こ
に
行
っ
た
ら
よ
い
、
と
。
そ
れ
で

武
川
ゼ
ミ
の
第
一
期
生
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
武
川
先
生
の
専
門
は

社
会
構
想
論
で
は
な
く
て
福
祉
社
会
学
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

武
川
ゼ
ミ
で
社
会
政
策
と
い
う
具
体
的
な
研
究
の
焦
点
が
見
つ

か
っ
た
の
で
す
が
、
翌
年
に
は
武
川
先
生
が
イ
ギ
リ
ス
へ
在
外
研
究

に
行
か
れ
た
の
で
、
ち
ょ
う
ど
東
大
に
着
任
さ
れ
た
産
業
社
会
学
の

稲
上
毅
先
生
の
ゼ
ミ
に
移
り
ま
し
た
。
稲
上
ゼ
ミ
で
は
国
際
比
較
の

考
え
方
を
学
び
ま
し
た
。
大
学
院
進
学
後
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
を
対
象

と
し
て
「
福
祉
国
家
と
家
族
の
国
際
比
較
」
と
い
う
壮
大
な
テ
ー
マ

で
修
士
論
文
を
書
こ
う
と
試
み
た
の
で
す
が
、
当
時
は
国
際
比
較
に

ふ
さ
わ
し
い
統
計
技
法
も
知
ら
な
く
て
完
全
に
行
き
詰
ま
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
と
き
稲
上
先
生
が
、「
ア
ジ
ア
の
新
興
国
の
社
会
保

障
の
研
究
に
切
り
替
え
て
は
ど
う
か
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
下
さ
っ

た
の
で
す
。
ア
ジ
ア
経
済
危
機
以
前
の
１
９
９
６
年
の
こ
と
で
、
そ

こ
か
ら
手
探
り
の
研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
す
。
当
時
は
ア
ジ

ア
の
福
祉
が
ど
ん
な
も
の
か
、
ほ
ん
と
う
に
福
祉
国
家
と
呼
べ
る
よ

う
な
実
態
が
そ
こ
に
あ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
荒
野

を
さ
ま
よ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
道
が
切
り
開
け
た
の
は

稲
上
先
生
の
先
見
の
明
の
お
か
げ
だ
と
思
い
ま
す
。
稲
上
先
生
は
、

ア
ジ
ア
の
新
興
国
で
も
産
業
主
義
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
必
ず
少
子

高
齢
化
が
進
展
し
、
そ
れ
は
必
ず
福
祉
国
家
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ

な
が
る
は
ず
だ
と
見
通
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
２
０
０
１
年
に
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
の
助
手
に

採
用
さ
れ
、
ア
ジ
ア
経
済
論
の
末
廣
昭
先
生
の
も
と
で
「
自
由
化
・

上か

み

む

ら村　

泰や

す

ひ

ろ裕
氏�

名
古
屋
大
学
大
学
院
環
境
学
研
究
科
准
教
授



— 13 —

アジア時報

経
済
危
機
・
社
会
再
構
築
の
国
際
比
較
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
務
局

を
務
め
ま
し
た
。末
廣
先
生
は『
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
型
工
業
化
論
』（
第

13
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
賞
大
賞
）
の
著
者
で
す
が
、
１
９
９
７
年
の

ア
ジ
ア
経
済
危
機
を
き
っ
か
け
と
し
て
福
祉
の
問
題
に
も
関
心
を
拡

げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
を
拾
っ
て
く
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
東
ア
ジ
ア
の
福
祉
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
末
廣
先
生
だ

け
で
は
な
く
て
、
経
済
危
機
の
後
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
界
銀
行
・
ア
ジ
ア

開
発
銀
行
と
い
っ
た
国
際
機
関
が
議
論
に
加
わ
っ
た
結
果
、
東
ア
ジ

ア
全
体
の
社
会
政
策
を
議
論
す
る
土
台
が
で
き
た
の
で
す
。し
か
し
、

国
際
機
関
の
処
方
箋
は
非
常
に
一
般
論
的
、
画
一
的
で
し
た
。
国
際

比
較
研
究
に
基
づ
い
て
、
各
国
の
実
情
を
ふ
ま
え
た
議
論
を
展
開
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
福
祉
国
家
の
国
際
比
較
研
究
は
欧

州
が
中
心
で
す
。
そ
れ
は
た
ん
に
学
問
的
興
味
だ
け
で
研
究
し
て
い

る
の
で
は
な
く
て
、
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
の
社
会
政
策
を
進
め
る
た

め
に
比
較
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
Ｅ
Ｕ
の
共
通
政
策
を
ど
う
す
べ
き

か
、
ど
こ
の
国
が
進
ん
で
い
て
ど
こ
の
国
が
遅
れ
て
い
る
の
か
、
と

い
っ
た
関
心
か
ら
研
究
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
比
較
研
究
の
地
盤
が

東
ア
ジ
ア
に
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
作
り
た
い
と
い
う
の
が
私

の
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
動
機
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―
―　

台
湾
の
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま

す
。上

村
氏　

修
士
論
文
で
は
韓
国
・
台
湾
・
香
港
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

の
年
金
制
度
の
形
成
過
程
を
比
較
し
ま
し
た
が
、
じ
つ
は
修
論
を
書

い
た
時
点
で
は
ど
の
国
に
も
行
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
修

論
提
出
後
の
春
休
み
に
初
め
て
台
湾
を
旅
行
し
、
台
湾
が
好
き
に
な

り
ま
し
た
。
中
国
語
を
勉
強
し
て
文
献
も
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
友

達
も
で
き
た
の
で
台
湾
社
会
へ
の
関
心
が
強
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
正

直
に
言
う
と
、
著
書
で
台
湾
を
「
典
型
」
と
位
置
づ
け
た
の
は
無
理

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
権
威
主
義
体

制
か
ら
民
主
化
を
経
て
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
荒
波
の
な
か
で
福
祉
国

家
を
形
成
し
て
き
た
台
湾
の
経
験
を
調
べ
る
こ
と
で
、
他
の
後
発
国

を
見
る
際
に
も
役
立
つ
注
目
点
を
指
摘
で
き
た
と
は
言
え
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
韓
国
に
詳
し
い
研
究
者
な
ら
韓
国
を
典
型
と
考
え
る
で

し
ょ
う
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
研
究
者
な
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
歴
史
を

『福祉のアジア　国際比較から
政策構想へ』の著者、上村泰裕氏
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も
の
さ
し
と
し
て
他
の
国
を
見
る
で
し
ょ
う
。
世
界
は
ど
こ
か
ら
見

る
か
で
見
え
方
が
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
多
く
の
国
を
広
く
浅

く
見
る
だ
け
で
な
く
、
一
つ
の
国
を
狭
く
深
く
見
て
、
そ
の
狭
い
窓

か
ら
世
界
を
眺
め
て
み
る
の
も
面
白
い
こ
と
で
、
そ
う
や
っ
て
広
さ

と
深
さ
を
組
み
合
わ
せ
る
の
が
社
会
学
の
方
法
な
の
で
す
。
人
生
は

有
限
な
の
で
、
単
純
に
広
く
深
く
見
る
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
で

す
か
ら
。
私
に
と
っ
て
は
、
狭
く
深
く
見
る
相
手
が
台
湾
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

―
―　

比
較
研
究
で
特
に
注
目
し
た
点
は
何
で
し
ょ
う
か
。

上
村
氏　

社
会
保
障
制
度
の
カ
バ
リ
ッ
ジ
（
利
用
で
き
る
人
の
割

合
）
に
注
目
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
病
気
に
な
っ
て
も
医
療
保
険
が

適
用
さ
れ
な
い
人
や
、
歳
を
と
っ
て
も
年
金
が
も
ら
え
な
い
人
、
失

業
し
て
も
失
業
給
付
が
も
ら
え
な
い
人
が
い
ま
す
。
こ
れ
は
共
同
体

の
正
義
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
多
く
の
先
進
国
で
は
、
失
業
保

険
を
除
い
て
カ
バ
リ
ッ
ジ
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
で
す
。
台
湾
も
、
以
前

は
カ
バ
リ
ッ
ジ
が
低
か
っ
た
の
に
近
年
は
上
げ
て
き
て
い
ま
す
。
何

が
原
因
で
カ
バ
リ
ッ
ジ
が
拡
大
し
た
の
か
。
民
主
化
の
影
響
も
大
き

い
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
増
え
る
と
カ

バ
リ
ッ
ジ
が
上
が
る
と
い
う
よ
う
に
、
労
働
市
場
の
構
造
と
も
関
連

し
ま
す
。
台
湾
の
経
験
を
も
の
さ
し
に
し
て
、
他
の
新
興
国
や
途
上

国
の
カ
バ
リ
ッ
ジ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と

は
い
え
、
カ
バ
リ
ッ
ジ
の
低
い
国
に
向
か
っ
て
、
カ
バ
リ
ッ
ジ
拡
大

の
た
め
の
民
主
化
し
ろ
と
言
っ
て
も
始
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
の
国
の
政

治
経
済
的
条
件
を
ふ
ま
え
て
、
国
情
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
保
障
拡
充

の
戦
略
を
練
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
国
際
比
較
か
ら

基
本
的
な
条
件
を
割
り
出
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

東
ア
ジ
ア
と
欧
州
で
は
福
祉
の
歴
史
が
違
う

―
―　

著
書
で
は
、
東
ア
ジ
ア
と
欧
州
の
歴
史
の
違
い
を
強
調
さ

れ
て
い
ま
す
。

上
村
氏　

超
長
期
の
視
点
か
ら
捉
え
る
と
、
東
ア
ジ
ア
と
欧
州
の

福
祉
に
は
常
識
で
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま

す
。
欧
州
に
は
６
世
紀
以
来
の
公
的
貧
民
救
済
の
歴
史
が
あ
る
の
で

す
。
そ
れ
は
６
世
紀
に
教
会
が
近
親
結
婚
や
養
子
縁
組
を
禁
じ
た
こ

と
に
始
ま
り
ま
す
。
聖
書
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、

親
族
集
団
の
財
産
相
続
を
妨
害
し
、
教
会
へ
の
寄
進
を
増
や
す
こ
と

が
目
的
で
し
た
。
寄
進
で
豊
か
に
な
っ
た
教
会
が
、
親
族
集
団
に
代

わ
っ
て
貧
し
い
人
や
お
年
寄
り
の
面
倒
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
１
５
１
７
年
の
ル
タ
ー
に
よ
る
宗
教
改
革
で
、「
修

道
院
は
寄
付
金
ば
か
り
集
め
て
腐
敗
し
て
い
る
。
教
会
は
貧
民
救
済

の
仕
事
か
ら
手
を
引
く
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
欧
州
で

救
貧
法
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
も
と
も
と
教
会
が
や
っ
て
い
た
貧
民

救
済
の
仕
事
を
宗
教
改
革
後
に
世
俗
の
政
府
（
当
時
は
市
参
事
会
な

ど
）
が
引
き
受
け
た
結
果
で
き
た
の
で
す
。
救
貧
法
は
現
在
か
ら
見

れ
ば
懲
罰
的
で
非
人
間
的
な
制
度
に
見
え
ま
す
が
、
じ
つ
は
20
世
紀

の
欧
州
の
福
祉
国
家
は
救
貧
法
を
人
間
的
に
改
革
し
た
も
の
で
あ
っ
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て
、
救
貧
法
の
基
礎
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い

う
わ
け
で
、
欧
州
は
６
世
紀
か
ら
福
祉
国
家
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
強
調
す
る
と
ト
ン
デ
モ
学
説
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
が
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
ア
ジ
ア
で
は
親
族
集
団
の
役
割
が
大

き
か
っ
た
。
面
倒
を
見
て
く
れ
る
子
ど
も
の
な
い
お
年
寄
り
は
、
遠

い
親
戚
の
誰
か
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
公
的
貧
民
救
済
の
規

模
が
欧
州
に
比
べ
て
は
る
か
に
小
さ
い
。
そ
う
い
う
歴
史
的
背
景
の

違
い
の
う
え
に
、
国
民
国
家
形
成
や
民
主
化
の
時
期
と
い
っ
た
、
近

代
に
な
っ
て
か
ら
の
違
い
が
重
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
欧
州
で
は
民
主
化
の
進

展
と
と
も
に
人
々
の
権
利
要
求
が
高
ま
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
応
え

て
福
祉
国
家
が
確
立
さ
れ
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
こ
と
で

す
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
と
民
主
主
義
、
国
際
経
済
と
国
内
政
治
の

矛
盾
を
調
停
し
よ
う
と
し
た
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
の
賜
物
で
す
。

と
こ
ろ
が
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
多
く
は
、
同
じ
時
期
に
社
会
政
策
よ
り

産
業
政
策
に
力
を
入
れ
て
い
た
。
多
く
の
国
は
権
威
主
義
体
制
の
も

と
に
あ
り
、
大
多
数
の
国
民
に
は
社
会
保
障
を
与
え
な
い
と
い
う
選

択
肢
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
日
本
は
東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
も
先
進
福

祉
国
家
に
近
い
ほ
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
後
、
１
９
８
０
年
代
後
半
に

な
っ
て
韓
国
や
台
湾
が
民
主
化
を
経
験
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
90
年

代
に
な
る
と
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
97
年
に
は
ア
ジ
ア
経

済
危
機
が
起
こ
り
ま
し
た
。
民
主
化
後
の
韓
国
や
台
湾
の
政
府
は
、

国
際
経
済
環
境
が
厳
し
く
な
る
な
か
で
国
民
の
権
利
要
求
に
応
え
な

　上村　泰裕（かみむら・やすひろ）氏　名古屋大学大学院環境学研究科（社会
学講座）准教授。1972年 1月、名古屋市生まれ。95年東京大学文学部卒。98
年同大学院人文社会系研究科修士課程修了。2001年同博士課程満期退学。東京
大学社会科学研究所助手、法政大学社会学部専任講師、准教授を経て、08年よ
り現職。12年 8月から一年間、ハーバード・イェンチン研究所客員研究員。16
年東京大学から博士（社会学）の学位授与。今回の受賞作の原論文のほか、主な
論文に「福祉国家は今なお支持されているか── ISSP調査による分析」（佐藤
博樹・石田浩・池田謙一編『社会調査の公開データ── 2次分析への招待』東
京大学出版会、00年）、「日本のなかの「３つの世界」──地方分権と社会政策」
（武川正吾編『福祉社会の価値意識──社会政策と社会意識の計量分析』東京大
学出版会、06年）、「復興支援は届いたか──RANデータベースによる比較分析」
（名古屋大学環境学研究科『2004年北部スマトラ地震調査報告Ⅴ』09年）、「国
際比較から見た日本の子どもの貧困と社会的養護」（『世界の児童と母性』第79号、
15年）、「台湾の年金改革――後発福祉国家その後」（『DIO』第 319号、16年）
など、共編著に『東アジア諸国の福祉システム構築』（末廣昭と共編、東京大学
社会科学研究所、03年）、『若者問題と教育・雇用・社会保障――東アジアと周
縁から考える』（樋口明彦・平塚眞樹と共編、法政大学出版局、11年）がある。
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け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
進
福
祉
国
家
と
は
違
う

タ
イ
プ
の
福
祉
国
家
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
う

い
う
条
件
の
違
い
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

―
―　

ア
ジ
ア
経
済
危
機
が
東
ア
ジ
ア
の
福
祉
を
劇
的
に
変
え
た

わ
け
で
す
ね
。

上
村
氏　

東
ア
ジ
ア
の
福
祉
が
全
体
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
ア
ジ
ア
経
済
危
機
が
き
っ
か
け
で
す
。
し
か

し
、
各
国
レ
ベ
ル
の
動
き
は
そ
れ
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
て
、
韓
国

や
台
湾
で
は
80
年
代
後
半
の
民
主
化
が
重
要
な
き
っ
か
け
に
な
っ
て

い
ま
す
。
国
内
政
治
の
状
況
や
そ
れ
に
応
じ
た
社
会
保
障
制
度
の
整

備
状
況
は
国
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
経
済
危
機
で
地
域

全
体
の
福
祉
の
脆
弱
さ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ

こ
で
、
政
治
経
済
的
条
件
の
違
い
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
地
域
全
体

と
し
て
福
祉
の
底
上
げ
を
図
る
こ
と
が
課
題
に
な
っ
た
の
で
す
。
私

の
著
書
に
は
、
各
国
の
違
い
は
な
ぜ
生
じ
た
の
か
と
い
う
分
析
の
部

分
と
、
違
い
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
ど
う
底
上
げ
を
図
っ
て
い
く
べ
き

か
と
い
う
主
張
の
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
こ
を
気
に
入
っ
て
下
さ
る
方

も
い
れ
ば
、
安
直
な
政
策
論
を
打
ち
出
す
の
は
よ
く
な
い
と
言
う
方

も
い
ま
す
。
出
来
映
え
に
自
信
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
と
が
き
に
書

い
た
私
な
り
の
「
政
策
社
会
学
」
の
特
徴
は
表
わ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

東
ア
ジ
ア
で
も
Ｅ
Ｕ
の
経
験
が
参
考
に
な
る

―
―　

地
域
規
模
の
社
会
政
策
を
推
進
す
る
に
は
Ｅ
Ｕ
の
経
験
が

参
考
に
な
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

上
村
氏　

一
つ
は
「
開
か
れ
た
政
策
調
整
方
法
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
す
。
Ｅ
Ｕ
で
も
社
会
政
策
は
各
加
盟
国
の
責
任
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、政
策
の
成
果
を
測
定
す
る
た
め
の
指
標
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

加
盟
国
は
定
期
的
な
成
果
報
告
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
各
国

政
府
が
自
発
的
に
社
会
政
策
を
改
善
し
て
い
く
よ
う
に
促
す
仕
組
み

で
す
。
生
徒
全
員
の
成
績
を
公
表
し
て
頑
張
ら
せ
る
感
じ
で
し
ょ
う

か
。
も
う
一
つ
は
「
欧
州
社
会
基
金
」
で
す
。
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
資
金

を
プ
ー
ル
し
て
、
加
盟
国
の
地
方
自
治
体
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
福
祉
活
動
に

補
助
金
を
出
し
ま
す
。
特
に
若
者
の
就
労
支
援
に
力
を
入
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
約
１
兆
円
と
大
き
な
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
欧
州
の

社
会
的
包
摂
の
た
め
に
こ
の
基
金
を
ど
う
使
う
べ
き
か
、
Ｅ
Ｕ
の
人

た
ち
が
集
ま
っ
て
議
論
し
て
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
で
も
そ
う
い
う
基

金
を
作
っ
て
、
地
域
全
体
の
社
会
問
題
に
つ
い
て
国
境
を
越
え
て
議

論
す
る
し
か
け
に
し
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
Ｅ
Ｕ
も
今
、
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
地
域
統

合
な
い
し
地
域
協
力
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
大
い
に
熟
慮
し
な
く
て

は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
も
、

民
主
主
義
の
基
本
単
位
は
国
民
国
家
で
す
。
東
ア
ジ
ア
の
社
会
保
障

を
拡
充
す
る
と
言
っ
て
も
、
地
域
全
体
の
年
金
や
失
業
保
険
を
作
れ
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アジア時報

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
局
は
各
国
政
府
の
お
尻
を
叩
い
て
社

会
保
障
の
拡
充
に
努
力
さ
せ
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の

よ
う
に
内
政
不
干
渉
と
割
り
切
る
の
で
は
な
く
、
地
域
全
体
の
社
会

的
安
定
の
た
め
の
政
策
を
議
論
す
る
場
を
作
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

東
ア
ジ
ア
の
国
際
会
議
と
言
う
と
経
済
や
安
全
保
障
の
話
題
が
ほ
と

ん
ど
で
、
せ
い
ぜ
い
環
境
問
題
が
議
論
さ
れ
る
程
度
で
す
が
、
も
っ

と
社
会
問
題
や
社
会
政
策
に
つ
い
て
国
際
的
に
論
じ
る
べ
き
で
す
。

各
国
の
社
会
問
題
は
、
二
酸
化
炭
素
や
Ｐ
Ｍ
２
・
５
と
同
じ
か
そ
れ

以
上
に
、
隣
国
や
地
域
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
の
で

す
か
ら
。

―
―　

東
ア
ジ
ア
で
も
社
会
保
障
の
国
際
比
較
は
可
能
で
、
参
考

に
な
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
で
も
で
き
る
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

上
村
氏　

日
本
が
得
意
な
の
は
技
術
支
援
で
、
社
会
保
険
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
を
途
上
国
に
輸
出
す
る
よ
う
な
こ
と
は
こ
れ

ま
で
も
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
大
き
な
デ
ザ
イ
ン
の
部
分

で
も
貢
献
で
き
な
い
か
。
例
え
ば
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
多
い
国
で
は

給
料
か
ら
保
険
料
を
天
引
き
で
き
ま
す
が
、
途
上
国
な
ど
農
業
部
門

が
大
き
な
国
で
は
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
制
度
設
計

が
難
し
く
な
る
。
し
か
し
、
タ
イ
は
大
き
な
農
業
部
門
を
抱
え
な
が

ら
も
医
療
保
険
制
度
を
全
国
に
拡
大
し
ま
し
た
。
そ
の
成
功
事
例
を

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
国

民
健
康
保
険
も
当
初
は
農
村
部
を
主
な
対
象
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
歴
史
的
経
験
を
途
上
国
の
社
会
保
障
拡
充
の
た
め
に
活
か
せ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
お
互
い
に
学
び
あ
い
な
が
ら
、

地
域
全
体
の
福
祉
の
底
上
げ
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。
先
進
国
が
一
方
的
に
与
え
る
国
際
援
助
で
は
な
く
、
む
し

ろ
相
互
学
習
の
場
を
提
供
す
る
よ
う
な
援
助
の
形
が
あ
り
う
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

『
福
祉
の
ア
ジ
ア
２
・
０
』
の

研
究
課
題
は
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

―
―　

こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
は
何
で
し
ょ
う
か
。

上
村
氏　

夢
の
よ
う
な
話
を
す
る
な
ら
、
貧
民
救
済
の
歴
史
に
つ

い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
流
の
壮
大
な
比
較
社
会
学
を
展
開
し
て
み
た
い

で
す
ね
。
今
回
の
著
書
を
ま
と
め
な
が
ら
、
ほ
ん
の
数
年
前
に
調
べ

た
デ
ー
タ
が
古
び
て
見
え
る
こ
と
が
一
再
な
ら
ず
あ
り
ま
し
た
。
同

時
代
の
研
究
対
象
を
扱
う
場
合
に
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
す
が
、
６

世
紀
以
来
の
人
類
史
を
テ
ー
マ
に
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
自
分
が
生

き
て
い
る
間
く
ら
い
は
古
く
な
ら
ず
に
済
む
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
こ

れ
は
い
ろ
ん
な
点
で
素
養
が
足
り
な
い
の
で
、
人
生
が
い
く
つ
あ
っ

て
も
難
し
そ
う
で
す
。

夢
の
よ
う
な
話
を
も
う
一
つ
。
今
回
の
賞
金
が
３
桁
違
う
ほ
ど
高

額
だ
っ
た
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
比
較
デ
ー
タ
を
集
積
す
る
研
究
所

を
作
り
た
い
と
こ
ろ
で
し
た
。
Ｅ
Ｕ
に
は
「
ユ
ー
ロ
ス
タ
ッ
ト
」

（Eurostat
＝
Ｅ
Ｕ
統
計
局
）
が
あ
っ
て
、社
会
保
障
や
家
族
、教
育
、
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労
働
、
健
康
、
貧
困
、
社
会
的
排
除
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
Ｅ
Ｕ
共
通

の
比
較
可
能
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
集
め
て
い
ま
す
。
比
較
研
究
者
は

そ
の
デ
ー
タ
を
自
由
に
使
っ
て
、
例
え
ば
、
不
況
時
に
も
貧
困
率
が

そ
れ
ほ
ど
上
が
ら
な
い
国
は
ど
こ
か
調
べ
た
り
、
そ
の
制
度
的
原
因

を
統
計
的
に
突
き
止
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
た
研

究
の
政
策
的
意
義
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
は
そ
こ
が
弱
く

て
、
国
際
機
関
の
統
計
は
あ
る
に
は
あ
り
ま
す
が
、
欧
州
の
統
計
の

詳
し
さ
に
は
到
底
及
び
ま
せ
ん
。
も
し
日
本
政
府
が
お
金
を
出
し
て

「
ア
ジ
ア
ス
タ
ッ
ト
」
の
よ
う
な
も
の
を
作
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
地

域
の
平
和
と
安
定
に
資
す
る
素
晴
ら
し
い
貢
献
に
な
る
と
思
う
の
で

す
が
。

も
う
少
し
現
実
的
な
話
を
す
れ
ば
、
現
在
、
日
本
と
台
湾
を
手
始

め
に
「
福
祉
国
家
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
効
果
」
の
国
際
比
較

を
進
め
て
い
ま
す
。
少
子
化
問
題
は
東
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
に
共
通

の
悩
み
で
す
が
、
女
性
の
働
き
方
や
家
族
の
あ
り
方
、
労
働
市
場
や

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
特
徴
は
国
に
よ
っ
て
か
な
り
違
い
ま
す
。
工
業
化

か
ら
ポ
ス
ト
工
業
社
会
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
、
各
国
の
生
産
と
再
生

産
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
の
か
。
そ
れ
が
現
在
の

困
難
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
次
元
を

ふ
ま
え
な
け
れ
ば
、
少
子
化
問
題
の
処
方
箋
は
書
け
な
い
と
思
い
ま

す
。
今
回
の
著
書
で
は
年
金
や
失
業
保
険
と
い
っ
た
お
金
の
問
題
を

主
に
扱
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
保
育
や
介
護
と
い
っ
た
ケ
ア
の
問
題

が
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
て
、『
福

祉
の
ア
ジ
ア
２
・
０
』
が
書
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
東
ア
ジ
ア
で
も
近
年
、
研
究
者
レ
ベ
ル
で
は
社
会
政

策
に
関
す
る
国
際
会
議
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
代
表
的
な
も

の
が
「
東
ア
ジ
ア
社
会
政
策
会
議
」（East A

sian Social Policy 
Conference

）
で
す
。
７
月
の
ソ
ウ
ル
大
会
に
は
、
15
か
国
１
７
０

名
の
社
会
政
策
研
究
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。
来
夏
に
は
名
古
屋
大
学

の
豊
田
講
堂
で
第
14
回
大
会
を
開
催
す
る
予
定
で
、
今
か
ら
資
金
調

達
そ
の
他
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
お
話
し
た
「
開
か

れ
た
政
策
調
整
方
法
」
と
は
少
し
違
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
会
議
に

は
そ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
の
よ
う
な
効
果
が
あ
り
ま
す
。
参
加
者
の
多

く
は
自
国
の
福
祉
に
つ
い
て
報
告
す
る
の
で
す
が
、
多
く
の
報
告
を

聴
け
ば
域
内
各
国
の
社
会
状
態
や
社
会
制
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
、

比
較
研
究
や
相
互
学
習
の
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
東
ア
ジ
ア
で
外
交
的
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い

う
と
き
こ
そ
、
政
治
や
外
交
や
軍
事
の
表
層
だ
け
で
な
く
、
そ
の
基

礎
に
あ
る
各
国
の
社
会
状
態
や
社
会
制
度
を
知
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
い
さ
さ
か
我
田
引
水
に
な
り
ま
す
が
、
各
国
の
研
究
者

が
集
ま
っ
て
忌
憚
の
な
い
議
論
を
交
わ
す
場
を
確
保
す
る
こ
と
に
も

意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
９
月
22
日
、
東
京
都
内
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
文
責
は
編
集
部
に

あ
り
ま
す
）


