
一
節

問
題
の
所
在

　
社
会
保
障
の
財
源
を
ど
の
よ
う
に
し
て
調
達
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
国
民
に
主
に
事
前
の
負
担
を
求
め
る
拠
出
制
と
、
特
別
の
負
担
を
求
め

な
い
無
拠
出
制
が
あ
る
（
途
上
国
で
は
国
際
社
会
の
財
政
的
支
援
も
あ
り
得
る
）。
わ
が
国
を
含
め
先
進
国
で
は
拠
出
制
を
社
会
保
障
財
源
調

達
の
中
心
と
す
る
国
も
多
く
、
こ
れ
ら
は
「
社
会
保
険
」
と
呼
ば
れ
る
制
度
が
中
核
を
し
め
る
。

　
社
会
保
障
の
財
源
調
達
に
関
し
て
、
拠
出
制
と
す
る
か
無
拠
出
制
と
す
る
か
は
、
公
的
扶
助
を
除
け
ば
、
政
治
的
選
択
、
国
民
的
合
意
の
問

題
で
あ
る
。
そ
れ
は
技
術
の
選
択
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
目
的
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
、
国
民
的
理
解
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
た
も
の
が
選
択

さ
れ 

そ
の
選
択
は
ま
た
時
代
状
況
な
ど
の
多
様
な
要
素
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
変
更
さ
れ
る
。
わ
が
国
の
高
齢
者
の
介
護
保
障
の
よ
う
に
無

拠
出
制
（
老
人
福
祉
法
）
が
拠
出
制
（
介
護
保
険
法
）
に
変
更
さ
れ
た
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
医
療
保
障
の
よ
う
に
拠
出
制
が
無
拠
出
制
に
変
更
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
技
術
的
選
択
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
、
何
か
重
大
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
、「
社
会
保
険
の
優
位 

や
「
社
会
保
険
に
よ
る
権
利
性
」
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

（
１
）
る
。

（
２
）
性
」
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　「
社
会
保
険
」
は
技
術
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
合
目
的
で
あ
れ
ば
、
あ
と
は
選
択
の
問
題
で
あ
る
。
所
得
保
障
に
つ
い
て
「
優
位
な
」
技
術
が
、

社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
「
優
位
な
」
技
術
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
場
合
も
あ
る
。「
優
位
性
」
と
い
う
言
葉
の
み
が
現
実
か
ら
浮
遊
し
て

独
り
歩
き
す
る
傾
向
は
正
当
と
は
言
い
難
い
。

　
ま
た
拠
出
と
給
付
の
関
連
性
を
も
つ
点
で
「
社
会
保
険
」
は
、
給
付
の
「
権
利
性
」
が
高
い
と
言
わ
れ
る
し
、
現
実
問
題
と
し
て
そ
の
よ
う

な
実
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
拠
出
と
給
付
の
関
連
性
は
、
数
理
的
な
も
の
か
ら
相
対
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
お

り
、
拠
出
が
な
く
て
も
一
定
の
給
付
が
な
さ
れ
た
り
、
拠
出
が
あ
る
の
に
約
定
さ
れ
た
給
付
が
一
方
的
に
減
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
社

会
実
態
と
し
て
み
て
も
、
拠
出
が
な
い
か
ら
権
利
性
が
低
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
（
例
え
ば
、
義
務
教
育
の
よ
う
に
、
国
家
の
上
位
規
範
に
国

家
の
義
務
で
あ
る
と
定
め
れ
ば
、
無
拠
出
で
あ
っ
て
も
権
利
性
は
高
い
）。
こ
れ
は
要
す
る
に
「
権
利
」
と
い
う
「
共
同
幻
想
」
の
問
題
で
あ
る
。

　「
社
会
保
険
の
物
神
性
」
が
発
生
（
錯
認
）
し
、
し
ば
し
ば
研
究
者
さ
え
も
が
そ
れ
に
拝
跪
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
社
会
保
障
」

よ
り
も
「
社
会
保
険
」
と
よ
ば
れ
る
拠
出
制
の
制
度
そ
れ
自
体
を
維
持
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
、
そ
の
範
囲
内
で
し
か
生
活
保
障
の
実
現

は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
思
考
に
陥
っ
て
い
る
。
逆
に
「
社
会
保
険
」
で
あ
れ
ば
自
動
的
に
高
い
「
権
利
性
」
が
構
築
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
。

こ
ん
に
ち
社
会
保
障
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
さ
を
増
し
、
多
様
な
解
決
が
模
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
社
会
保
険
」
の

み
で
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
本
来
無
理
で
あ
る
。

　「
社
会
保
険
の
物
神
性
」
は
、
二
つ
の
現
象
に
起
因
す
る
。
一
つ
は
社
会
保
険
制
度
が
私
法
的
経
験
・
感
性
と
全
く
反
す
る
こ
と
な
し
に
、

市
民
法
が
省
み
な
か
っ
た
生
活
保
障
を
実
現
す
る
点
で
あ
る
。
た
だ
「
約
束
を
守
る
」
と
い
う
こ
と
さ
え
実
現
す
れ
ば
、
支
配
層
も
被
支
配
層

も
生
活
保
障
が
実
現
す
る
と
い
う
「
共
同
幻
想
」
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
抱
く
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
め
は
、
社
会
保
険
制
度
の
地
域
的
普

遍
的
存
在
と
、
歴
史
的
継
続
性
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
帝
国
で
「
発
明
」
さ
れ
た
制
度
は
、
い
ま
や
世
界
を
覆
い
尽
く
し
、
し
か
も
そ
れ
は
一
世
紀

─　　─
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を
越
え
て
存
在
し
続
け
て
い
る
。
こ
こ
に
も
「
共
同
幻
想
」
を
揺
る
ぎ
な
き
も
の
と
す
る
現
象
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
わ
れ
わ
れ
が
「
社
会
保
険
」
と
呼
ぶ
制
度
が
そ
も
そ
も
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
を
先
行
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
こ
ん
に
ち
、「
社
会
保
険
」
制
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
南
北
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
ほ
ぼ
全
世
界
に

存
在
し
普
及
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
そ
の
普
及
、
展
開
は
「
社
会
保
険
」
制
度
が

も
つ
普
遍
的
有
効
性
や
価
値
を
示
す
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
を
も
う
一
度
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
「
社
会
保
険
」
制
度
が
誕
生
し

た
と
い
わ
れ
る
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
限
定
し
、
そ
の
浸
潤
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
な
お
本
稿
で
は
筆
者
の
研
究
能
力
の
限
界
か
ら
以
下
の
よ
う
な
欠
陥
と
限
界
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
言
語
的
能
力
の
限
界
か
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
対
象
国
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
原
典
を
精
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
仮
に
言
語
的
能
力
の
限
界
を
克
服

し
た
と
し
て
も
、
時
間
の
経
過
に
よ
り
一
九
世
紀
末
の
原
史
料
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
か
っ
た
。
第
三
に
、
当
該
国
の
社
会
保
障
制
度
の
す
べ
て

を
検
討
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
個
別
制
度
の
意
義
は
検
討
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
い
く
つ
か
の
国
に
つ
い
て
の
み
、
救
貧
法
の
み
と
の
関
連

に
言
及
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
第
四
に
、
当
該
制
度
の
給
付
内
容
を
検
討
せ
ず
に
、
制
度
の
名
称
・
立
法
年
の
み
を
見
て
も
何
事
も
明
ら
か
に

な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
国
に
つ
い
て
の
み
、
給
付
内
容
ま
で
踏
み
込
め
た
の
み
で
あ
る
。

　
な
お
「
社
会
保
険
」
は
単
な
る
技
術
で
は
な
い
と
す
る
長
沼
建
一
郎
・
法
政
大
学
教
授
の
見 

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
詳
細
に
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）　
荒
木
誠
之
『
社
会
保
障
の
法
的
構
造
』
有
斐
閣
（
一
九
八
三
年
）。

（
２
）　
例
え
ば
、
菊
池
馨
実
編
『
社
会
保
険
の
法
原
理
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
一
二
年
）
所
収
の
諸
論
文
に
は
─
品
田
充
儀
「
社
会
保
険
制
度
の
特
質
と
意

義
」、
福
田
素
生
「
社
会
保
険
方
式
と
社
会
扶
助
方
式
（
い
わ
ゆ
る
税
方
式
）─
─
老
齢
基
礎
年
金
の
社
会
扶
助
方
式
を
中
心
に
」、
稲
森
公
嘉
「
公
的

（
３
）
解
に

─　　─
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医
療
保
険
に
お
け
る
保
険
原
理
と
社
会
原
理
の
均
衡
点
」─
そ
の
傾
向
が
見
て
と
れ
る
。
な
お
菊
池
馨
実
「
社
会
保
険
の
現
代
的
意
義
と
将
来
像
」
は
、

「
扶
助
の
原
理
の
強
化
に
よ
っ
て
社
会
保
険
の
「
社
会
」
的
性
格
を
よ
り
一
層
強
め
、
実
質
的
な
意
味
で
の
皆
保
険
・
皆
年
金
の
実
現
を
図
る
の
か
、

そ
れ
と
も
「
社
会
」
性
実
現
の
限
界
を
認
め
、
社
会
保
障
制
度
全
体
の
改
革
に
踏
み
込
む
べ
き
か
、
今
ま
さ
に
日
本
の
社
会
保
障
制
度
は
岐
路
に
立
っ

て
い
る
」（
二
五
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
。

（
３
）　
長
沼
建
一
郎
「
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
保
険
─
─
保
険
は
技
術
に
過
ぎ
な
い
か
」
週
刊
・
社
会
保
障
二
七
六
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
八
頁
以
下
。
長

沼
建
一
郎
『
図
解
テ
キ
ス
ト
・
社
会
保
険
の
基
礎
』
弘
文
堂
（
二
〇
一
五
年
）
も
参
照
。

二
節

社
会
保
険
を
検
討
す
る
視
角

　
社
会
保
障
は
、
従
来
放
任
さ
れ
て
き
た
私
的
領
域
へ
の
国
家
に
よ
る
介
入
で
あ
る
。
そ
の
財
源
を
拠
出
に
よ
る
か
無
拠
出
と
す
る
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
国
家
の
介
入
が
な
け
れ
ば
そ
れ
は
社
会
保
障
制
度
と
は
い
え
な
い
。
社
会
保
障
の
形
成
過
程
あ
る
い
は
原
型
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
労

働
者
保
険
に
も
そ
の
端
緒
な
い
し
萌
芽
が
見
出
さ
れ
る
。

　
国
家
の
介
入
が
何
に
対
し
て
な
さ
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
産
業
革
命
以
降
、
工
場
制
生
産
が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
「
労
働
者
」
が
登
場
し
、「
労
働
問
題
」
あ
る
い
は
「
社
会
問
題
」

が
「
発
見
」
さ
れ
る
。
貧
困
救
済
の
社
会
制
度
と
し
て
は
、
救
貧
法
が
既
に
存
在
し
て
お
り
、「
労
働
問
題
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
「
労

働
者
」
の
相
互
扶
助
組
織
で
あ
る
共
済
組
合
（
共
済
金
庫
）
が
存
在
し
た
。
社
会
保
険
制
度
が
存
在
す
る
以
前
の
社
会
に
あ
っ
て
、「
労
働
問

題
」
あ
る
い
は
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
が
こ
の
二
つ
の
制
度
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
救
貧
法
が
寛
容
で
あ
り
、
受
給
に
際
し
て
な
ん
ら
の
ス
テ
ィ
グ
マ
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
困
難
に
直
面
し
た
「
労
働
者
」
は
そ
れ
に
依
存
し
、

「
労
働
問
題
」
は
救
貧
法
に
吸
収
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
と
し
て
は
救
貧
法
は
「
労
働
者
」
を
保
護
す
る
ほ
ど
寛
容
で
は
な
か
っ
た
。
貧
困

─　　─
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救
済
に
つ
い
て
の
直
接
的
国
家
介
入
は
、
最
低
限
度
あ
る
い
は
治
安
対
策
と
し
て
既
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
更
に
拡
大
し
て
ゆ
く
と
い
う

こ
と
は
こ
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
。
貧
困
者
を
代
弁
す
る
勢
力
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
労
働
問
題
」
へ
の
対
応
と
し
て
、
結
局
は
共
済
組
合
と
い
っ
た
労
働
者
の
相
互
扶
助
組
織
に
国
家
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

老
獪
な
政
治
家
ビ
ス
マ
ル
ク
（O

tto
von
B
ism
arck

 
         
   
    
）
の
社
会
保
険
は
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
。

　
し
た
が
っ
て
社
会
保
険
の
浸
潤
を
検
討
す
る
本
稿
で
は
、
救
貧
法
の
あ
り
方
、
共
済
組
合
（
共
済
金
庫
）
の
在
り
方
［
た
だ
し
そ
れ
は
「
労

働
者
」
の
共
済
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
ツ
ン
フ
ト
、
ギ
ル
ド
的
特
権
的
相
互
扶
助
組
織
を
含
ま
な
い
］、
そ
れ
を
支
え
る
労
働
運
動
と
そ

の
思
想
潮
流
（
社
会
主
義
思
想
の
展
開
な
ど
）、
対
抗
勢
力
で
あ
る
使
用
者
、
法
制
化
の
担
い
手
で
あ
る
政
治
家
な
い
し
政
党
、
参
政
権
な
ど

の
多
様
な
諸
要
素
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
を
視
野
に
お
い
た
と
き
、
産
業
化
と
社
会
保
険

の
発
展
関
係
の
リ
ン
ク
は
明
確
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
に
社
会
保
険
が
導
入
さ
れ
た
と
き
、
ド
イ
ツ
は
最
も
発
展
し
た
産
業
化
国
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
産
業
化
が
進
ん
で
い
な
い
国
で
は
社
会
保
険
の
議
論
が
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ 

　
な
お
本
稿
で
論
じ
る
相
互
扶
助
組
織
は
あ
く
ま
で
も
ビ
ス
マ
ル
ク
の
「
社
会
保
険
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
各
地
域
に
浸
潤
し
て
ゆ
く
時
期

の
そ
れ
で
あ
り
、
社
会
保
障
制
度
の
も
と
で
展
開
さ
れ
、
あ
る
種
の
役
割
を
担
う
（
そ
の
意
味
で
現
代
的
な
）
共
済
組
合
で
は
な 

（
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三
節
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
生
成

一
　
ド
イ
ツ
帝 

　
わ
れ
わ
れ
が
こ
ん
に
ち
、「
社
会
保
険
」
と
考
え
て
い
る
も
の
の
原
型
は
ビ
ス
マ
ル
ク
が
ド
イ
ツ
帝
国
に
導
入
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
こ
の
歴
史
上
初
の
ビ
ス
マ
ル
ク
「
社
会
保
険
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
確
認
す
る
。

　
す
べ
て
の
社
会
保
障
制
度
同
様
、
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
法
も
ま
た
歴
史
的
産
物
で
あ
る
。

　
一
八
七
〇
年
七
月
の
プ
ロ
イ
セ
ン
＝
フ
ラ
ン
ス
戦
争
勝
利
の
結
果
、
一
八
七
一
年
一
月
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
（W

ilhelm
I

 
      
  
）
が
ド
イ
ツ
皇

帝
と
な
り
、
こ
こ
に
ド
イ
ツ
帝
国
が
誕
生
し
た
。
こ
の
時
点
で
ド
イ
ツ
帝
国
が
直
面
し
た
二
つ
の
大
き
な
課
題
と
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
実
質
化

と
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
発
展
で
あ
っ
た
。

　
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
発
展
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
中
心
的
勢
力
で
あ
る
大
土
地
所
有
者
ユ
ン
カ
ー
勢
力
の
凋
落
を
招
き
、
一
方
で
労
働
者
階
級

の
勃
興
を
招
く
。
こ
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
も
と
で
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
に
拍
車
が
か
か
り
資
本
の
独
占
化
が
進
行
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
一
八
七
三

年
に
は
大
不
況
が
始
ま
り
、
労
働
者
の
生
活
は
困
窮
化
し
て
ゆ
く
。
同
時
に
政
治
的
・
階
級
的
対
立
が
激
し
く
な
り
、
社
会
不
安
に
ま
で
達
す

る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
一
八
六
二
年
に
首
相
に
任
命
さ
れ
た
ビ
ス
マ
ル
ク
は
皇
帝
を
中
心
に
こ
の
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
す

な
わ
ち
社
会
問
題
の
解
決
を
、
ド
イ
ツ
皇
帝
が
偉
大
な
調
停
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
達
成
し
よ
う
と
し
た
。
皇
帝
が
核
と
な
り
国
家

が
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
で
も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
る
国
家
の
実
質
化
を
も
達
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ビ
ス
マ
ル
ク
が
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
は
、
資
本
主
義
の
展
開
と
と
も
に
増
加
し
激
化
す
る
工
場
で
の
災
害
、
す
な
わ
ち
労
働
災
害
の

（
１
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国
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問
題
で
あ
っ
た
。

　
労
働
災
害
に
つ
い
て
は
、
一
八
七
一
年
ラ
イ
ヒ
雇
用
主
賠
償
責
任
法
（H

aftpflichtgesetz

 
                
）
が
労
災
事
故
に
対
す
る
使
用
者
の
民
事
責
任
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
た
。
同
法
で
は
、
労
災
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
、
監
督
的
地
位
に
あ
る
者
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
災
害
に
つ
い
て
は
、

事
業
主
に
損
害
賠
償
責
任
を
お
わ
せ
て
い
た
。
た
だ
し
そ
の
過
失
の
証
明
責
任
は
労
働
者
に
あ
っ
た
。
同
法
で
は
鉄
道
経
営
に
つ
い
は
、
労
働

者
が
事
業
主
の
過
失
を
証
明
し
な
く
て
も
損
害
賠
償
を
追
求
で
き
た
。
一
方
で
同
法
は
、
鉄
道
以
外
の
経
営
に
お
け
る
労
災
に
つ
い
て
労
働
者

に
実
質
的
に
損
害
賠
償
請
求
の
途
を
封
じ
込
め
、
他
方
で
一
旦
使
用
者
責
任
が
認
め
ら
れ
れ
ば
莫
大
な
賠
償
を
使
用
に
課
し
、
給
付
支
給
件
数

を
増
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ 

　
労
災
に
つ
い
て
の
民
事
法
に
よ
る
対
応
の
不
満
が
多
く
、
こ
の
改
革
と
し
て
は
、
雇
用
主
賠
償
責
任
法
の
改
正
か
、
強
制
保
険
立
法
か
と
い

う
選
択
が
あ
っ
た
。
当
初
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
労
災
保
険
制
度
（U

nfallversicherung

 
                 
）
の
導
入
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
一
八
八
〇
年
七
月
の
プ

ロ
イ
セ
ン
商
務
大
臣
ホ
フ
マ
ン
（K

arlvon
H
offm
ann

 
         
    
   
）
に
よ
る
責
任
法
改
正
案
に
ビ
ス
マ
ル
ク
は
反
対
し
、
彼
を
更
迭
し
た
。
だ
が
同
年
八

月
に
ビ
ス
マ
ル
ク
は
方
向
転
換
し
、
直
接
的
な
企
業
主
の
使
用
者
責
任
を
解
消
し
、
労
災
保
険
を
導
入
す
る
と
い
う
基
本
的
考
え
方
を
受
け
入

れ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
ラ
イ
ヒ
が
保
険
の
実
施
主
体
と
な
る
直
接
的
保
険
方
式
、
使
用
者
の
保
険
料
負
担
─
と
い
う
原
則
で
法
案
作
成
に
着

手
し
た
。
木
下
教
授
に
よ
れ
ば
こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
た
も
う
一
つ
の
意
図
は
「
国
家
、
具
体
的
に
は
こ
の
場
合
に
は
ラ
イ
ヒ
の
存
在
を
工
場

労
者
に
「
実
感
」
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ 

と
い
う
。
し
か
し
第
一
法
案
は
、
ラ
イ
ヒ
議
会
で
は
最
終
的
に
否
決
さ
れ
る
。
ラ
イ
ヒ
議
会
で
は
、

社
会
へ
の
国
家
に
よ
る
介
入
に
対
す
る
警
戒
感
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
八
八
一
年
に
ラ
イ
ヒ
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
る
が
、
一
一
月
一
七
日
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
保
険
プ
ラ
ン
を
推
進
せ
し
め
る
皇
帝
詔
勅
（die

    

kaiserliche
B
otschaft

             
        
）
が
発
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
は
「
社
会
詔
勅
（die

kaiserliche
B
otschaft

                 
        
）」
あ
る
い
は
「
社
会
保
険
の
マ

（
２
）
た
。

（
３
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グ
ナ
カ
ル
タ
（M

agna
C
harta

der
deutschen

Sozialver

 
      
                             sicherung

         
）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ 

　「
社
会
詔
勅
」
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　「
本
年
二
月
、
朕
は
、
社
会
問
題
（sozialSchäden

              
）
を
治
癒
す
る
こ
と
（H

eilung

 
      
）
は
、
社
会
民
主
主
義
者
（Sozialdem

okratishar

         
          
）

の
暴
挙
（ausshreitung

            
）
を
鎮
圧
す
る
立
法
の
み
で
は
な
く
、
労
働
者
の
福
祉
（W

ohels

 
     
）
の
積
極
的
な
推
進
（Forderung

         
）
に
も

よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
わ
が
確
信
を
述
べ
た
…
。〈
事
業
所
災
害
（betriebsunfall

              
）
に
対
す
る
労
働
者
保
険
（V

ersicherung
der

 
                

A
rbeiter

 
       
）
を
帝
国
議
会
に
提
出
し
審
議
を
請
う
こ
と
─
山
田
〉
さ
ら
に
、
事
業
所
の
疾
病
金
庫
（K

ranken
kassenw

esens

 
              
     
）
の
組
織

を
使
命
と
す
る
法
案
を
補
足
的
に
提
出
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
老
齢
あ
る
い
は
障
害
に
よ
る
生
計
無
能
力
（erw

erbsunfähig

   
           
）
に
な
っ

た
場
合
に
、
よ
り
高
い
程
度
の
国
家
的
保
護
（Fürsorge

        
）
に
つ
い
て
の
、
社
会
全
体
へ
の
請
求
権
（A

nspruch

 
       
）
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。」

　
第
一
次
労
災
保
険
法
案
が
流
産
し
議
会
選
挙
の
後
、
皇
帝
詔
勅
の
議
会
で
は
、
労
災
保
険
法
案
と
疾
病
保
険
法
案
が
同
時
に
提
出
さ
れ
た
。 

第
一
次
労
災
保
険
法
案
の
議
論
の
焦
点
の
一
つ
が
、
給
付
の
待
機
期
間
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
災
給
付
の
待
機
期
間
中
の
医

療
給
付
を
何
に
よ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
従
来
の
金
庫
制
度
の
給
付
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ビ
ス
マ
ル

ク
は
こ
の
金
庫
制
度
に
も
国
家
に
よ
る
統
合
を
画
策
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
疾
病
保
険
法
案
の
提
出
は
、
労
災
保
険
法
案
と
い
わ
ば
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
労
災
保
険
法
よ
り
も
疾
病
保
険
法
が
先
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
に
疾
病
保
険

法
の
内
容
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

（
４
）
る
。
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相
互
共
済
組
織
＝
金
庫

　
ビ
ス
マ
ル
ク
が
成
立
さ
せ
た
疾
病
保
険
法
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
（
ド
イ
ツ
）
の
伝
統
的
な
救
済
金
庫
法
が
そ
の
原
型
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い 

　
ド
イ
ツ
で
は
一
二
世
紀
後
半
～
一
三
世
紀
に
か
け
て
多
く
の
都
市
で
発
達
し
た
、
職
人
・
手
工
業
者
が
職
業
・
労
働
の
種
類
別
に
つ
く
っ
た

結
合
体
で
あ
る
ツ
ン
フ
ト
（Zunft

     
）
に
は
ツ
ン
フ
ト
金
庫
（Zunftbüchse,Zunftkasse

                       
）
が
作
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
一
五
～
六
世
紀
に
は
炭

坑
夫
の
自
主
的
な
相
互
共
済
組
織
で
あ
る
坑
夫
金
庫
（K

nappschaftskasse

 
                
）
が
作
ら
れ
て
い
た
。

　
貧
困
救
済
が
国
家
行
政
の
課
題
と
な
る
中
で
、
こ
れ
ら
の
手
工
業
者
等
の
救
済
制
度
で
あ
る
自
主
的
な
金
庫
が
、
一
七
八
九
年
五
月
二
日
の

「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（A

llgem
eine

Landrecht
fur
die
preusis

 
     
                              chen

Staaten
vom

                
 2  .  5.1794,A

LR

         
  
）」
に
よ
り
国
家
の
救
貧
行
政

の
中
に
組
み
入
ら
れ
た
。
貧
窮
者
に
、
彼
を
扶
養
す
る
親
族
が
い
な
い
場
合
に
は
、
国
家
が
そ
の
扶
養
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　「
一
般
ラ
ン
ト
法
」
内
の
鉱
夫
組
合
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
二
一
六
条
が
疾
病
が
四
週
間
を
越
え
て
治
癒
し
な
い
場
合
、
鉱
夫
組
合
が

給
付
を
行
う
と
し
、
二
一
七
条
が
負
傷
、
災
害
を
お
っ
た
鉱
夫
の
保
養
費
用
は
、
鉱
夫
組
合
が
給
付
す
る
と
し
て
い
た
。
土
田
武
史
教
授
は

「
一
般
ラ
ン
ト
法
」
を
、「
自
然
発
生
的
な
救
済
金
庫
を
国
家
行
政
の
管
理
下
に
再
編
成
し
て
い
く
画
期
と
な
っ
た
立
法
で
あ
っ
た
」
と
評
価
す

 
　
さ
ら
に
一
八
四
五
年
一
月
一
七
日
の
「
営
業
条
例
（G

ew
erbeordnung

 
  
           
）（D

ie
allgem

eine
G
ew
erbeordnung

 
         
      
  
           
）」
に
よ
り
伝
統
的
救
済

金
庫
に
よ
る
貧
窮
者
の
救
済
は
制
度
化
さ
れ
た
。
同
条
例
は
「
営
業
の
自
由
の
原
則
」
容
認
と
、
封
建
的
な
ツ
ン
フ
ト
独
占
の
排
除
の
方
針
が

明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
条
例
は
、
ツ
ン
フ
ト
の
も
つ
相
互
扶
助
制
度
の
機
能
を
救
貧
制
度
の
代
替
物
と
し
て
利
用
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
本
条
例
で
は
、
職
人
（G

esell

 
     
）、
下
職
人
（G

eh

 
  i  e  fe   
）、
徒
弟
（Lehrling

        
）
に
対
す
る
職
域
的
強
制
救
済
金
庫
を
始
め
、

国
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
監
督
さ
れ
、
加
入
を
強
制
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
共
済
組
合
で
あ
る
坑
夫
金
庫
（K

nappschaftskasse

 
                
）、
組
合
員
に
対
し

（
５
）
る
。

（
６
）
る
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て
貸
付
、
保
険
給
付
と
し
て
の
救
済
等
を
行
う
ツ
ン
フ
ト
金
庫
、
さ
ら
に
は
一
七
世
紀
以
来
、
地
方
公
務
員
に
対
し
て
領
主
が
行
っ
て
き
た
寡

婦
孤
児
金
庫
（W

itw
en-W

aisenkassen
 
   
    
           
）
な
ど
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ 

　
本
条
例
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
」
の
規
程
を
継
承
し
、「
職
人
等
（G

esellen
und
G
ehilfen

 
             
       
）」
の
「
相
互
扶
助
の
た
め
の
団
体
・

金
庫
（Verbindungen

und
K
assen

zur
gegensei

 
                 
                  tigen

U
ntersterstützung

       
                
）」
の
存
続
と
設
立
が
確
認
さ
れ
た
（
一
四
四
条
）。
職
人
等

に
つ
い
て
は
、「
坑
夫
共
済
組
合
」
の
先
例
に
の
っ
と
り
、
強
制
組
合
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
市
町
村
の
条
令
（O

rtsstatut

 
         
）
に
基

づ
き
、
当
該
者
に
「
職
人
金
庫
（G

esellenladen
 
            
）」
へ
の
加
入
義
務
を
強
制
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
（
一
六
九 

こ
の
一
六
九
条
に
よ
っ

て
、「
強
制
金
庫
」Zw

angskassen

 
 
          

な
い
し
は
「
義
務
金
庫
」Pflichtkassen

 
            

の
概
念
が
導
入
さ
れ
、「
金
庫
」
は
社
会
に
定
着
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
の
法
規
に
よ
り
、
金
庫
設
立
が
強
制
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　
金
庫
へ
の
強
制
加
入
と
任
意
加
入
を
容
認
し
た
い
わ
ゆ
る
「
二
重
立
法
」
と
呼
ば
れ
る
一
八
七
六
年
の
二
つ
の
法
が
金
庫
発
展
の
の
集
大
成

で
あ
っ
た
。
一
八
七
六
年
四
月
七
日
の
「
登
録
扶
助
金
庫
法
（H

ilfskassengesetz

 
                
）（
登
記
共
済
金
庫
法
）（G

esetz

 
      ü  ber

die
eingeschriebenen

                         

H
ilfskassen,vom

 
               
 7  .  4.1876

      
）」
は
、
扶
助
金
庫
（H

ilfskasse

 
         
）
以
外
の
金
庫
の
登
録
を
可
能
と
す
る
。
加
入
を
強
制
す
る
組
合
は
全
て
登
録

す
る
。
そ
し
が
て
登
録
を
「
疾
病
時
の
相
互
扶
助
」
を
目
的
と
す
る
金
庫
に
限
定
し
た
。
こ
の
こ
と
は
「
社
会
民
主
主
義
勢
力
の
主
導
す
る
労

働
組
合
の
影
響
力
を
減
殺
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
所 

で
あ
る
。
た
だ
し
登
録
金
庫
以
外
の
金
庫
の
存
在
は
容

認
し
て
い
た
。

　
一
八
七
六
年
四
月
八
日
の
「
営
業
法
修
正
法
（G

ew
erbeordnung

 
  
           
）（
営
業
条
例
第
八
篇
改
正
法
）（G

esetz
über

betr.die
A

 
                      

b  ä  nderung

        

des
T
itle
V
III
G
ew
erbeordnung.vom

     
      
     
  
                
 8  .  4.1876.

       
）」
は
、
登
録
扶
助
金
庫
の
設
置
を
条
例
で
可
能
と
す
る
。
地
方
当
局
に
よ
る
加
入
強
制

も
可
能
と
す
る
。

（
７
）
た
。

（
８
）
条
）。

（
９
）
以
」

─　　─
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　「
こ
の
二
法
は
ビ
ス
マ
ル
ク
疾
病
保
険
法
の
直
接
の
前
提
で
あ
る
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、「
七
六
年
法
の
成
果
は
見
る
べ
き
も
の
が
な
く
、
金

庫
の
発
展
は
停
滞
を
続
け
て
い
た
。
給
付
内
容
も
、
都
市
強
制
救
済
金
庫
の
救
貧
法
補
充
的
性
格
の
ゆ
え
に
と
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

個
々
の
単
位
組
合
は
著
し
く
零
細
で
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
市
の
例
な
ど
に
よ
れ
ば
、
一
〇
〇
人
未
満
の
組
合
が
多
い
。」
と
の
指
摘
も
あ 

　
坑
夫
金
庫
（K

nappschaftskasse

 
                
）
の
給
付
と
し
て
は
、
①
疾
病
時
に
は
、
鉱
山
医
師
の
治
療
、
薬
剤
給
付
お
よ
び
不
払
い
賃
金
の
補
填
、
②

長
期
疾
病
の
場
合
、
病
院
に
収
容
。
③
災
害
時
に
は
、
医
師
の
治
療
お
よ
び
四
週
間
の
賃
金
の
継
続
支
給
。
そ
の
後
は
労
働
能
力
回
復
ま
で
年

金
支
給
。
④
埋
葬
費
の
支
給
。
な
ど
が
行
わ
れ
て
い 

　
典
型
的
な
金
庫
の
多
く
は
、
疾
病
時
・
死
亡
時
の
相
互
扶
助
を
目
的
と
し
て
、
労
働
者
と
雇
用
主
が
拠
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
雇
用
主
が
そ

の
運
営
に
つ
い
て
多
く
の
権
限
を
も
っ
て
い
た
。

　
な
お
エ
ン
ゲ
ル
ス
（Friedrich

E
ngels

           
     
）
は
、
農
奴
的
状
態
（leibeigenschaftlichen

Zustände

                              
）
に
あ
る
鉱
山
労
働
者
が
加
入
す
る
鉱

山
金
庫
が
資
本
家
の
専
制
的
な
支
配
・
管
理
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
看
破
し
、「
害
悪
の
根
源
（G

rundübel

 
        
）
は
、
ま
さ
に
資
本
家
が
そ
も
そ

も
納
付
金
を
支
払
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
…
…
。
こ
れ
が
続
く
か
ぎ
り
、
坑
夫
金
庫
組
合
と
坑
夫
金
庫
の
指
導
権
を
彼
ら
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
真
の
労
働
者
団
体
（
原
文
はA

rbeitergesellschaften

 
                     

─
山
田
）
で
あ
る
た
め
に
は
、
坑
夫
金
庫
組
合
は
、
も
っ
ぱ
ら
労
働

者
の
納
付
金
に
基
礎
を
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
は
個
々
の
労
働
者
を
個
々
の
経
営
者
の
勝
手
気
ま

ま
か
ら
守
る
労
働
組
合
（
原
文
はT

rade
U
nion

 
      
    

─
山
田
）
に
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
資
本
家
の
納
付
金
が
も
た
ら
す
と
る
に
た

ら
ぬ
、
あ
い
ま
い
な
利
益
─
そ
れ
は
い
っ
た
い
労
働
者
た
ち
が
追
い
も
ど
さ
れ
る
農
奴
状
態
の
埋
め
合
せ
に
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
批

判
す 

（

）
１０る
。

（

）
１１た
。

（

）
１２る
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
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大
陸
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浸
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（
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田
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（
　
　
　
）
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疾
病
保
険
法

　
一
八
八
三
年
六
月
一
五
日
に
疾
病
保
険
法
（K

rankenversicherungsgesetz

 
                         
）
が
成
立
し
た
。

　
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
は
、
全
国
一
本
の
制
度
に
よ
っ
て
統
一
的
に
運
営
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
ら
ず
に
、
従
来
広
く
普
及
し
て
い
た
地
区
疾
病

金
庫
、
工
場
疾
病
金
庫
な
ど
多
様
な
各
種
の
扶
助
金
庫
の
組
織
を
利
用
し
保
険
強
制
を
行
っ
て
い 

木
下
教
授
は
こ
の
点
が
ド
イ
ツ
疾
病
保

険
の
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
す 

　
給
付
内
容
は
治
療
、
傷
病
手
当
金
な
ど
で
あ
る
。
全
て
の
疾
病
に
つ
い
て
、
待
機
期
間
な
し
に
一
三
週
間
保
険
給
付
が
な
さ
れ
る
。
傷
病
手

当
金
は
傷
病
発
生
後
、
三
日
目
か
ら
支
給
さ
れ
る
。

　
保
険
料
は
使
用
者
が
三
分
の
一
負
担
す
る
。

労
災
保
険
法
の
成
立

　
労
災
保
険
は
、
一
八
八
三
年
六
月
の
会
期
最
終
日
に
な
っ
て
も
第
二
次
法
案
で
も
決
着
を
み
ず
、
一
八
八
四
年
三
月
の
会
期
に
提
出
さ
れ
た

第
三
次
法
案
ま
で
作
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
最
終
的
に
第
三
次
法
案
に
修
正
が
加
わ
り
、
一
八
八
四
年
に
労
災
保
険
法
が
成
立
し
た
。

　
木
下
教
授
に
よ
れ
ば
「
私
法
的
基
盤
の
上
に
立
つ
使
用
者
の
補
償
責
任
原
理
の
排
除
、
公
法
的
な
保
険
組
織
と
保
険
給
付
原
理
の
徹
底
、
民

間
保
険
組
織
の
全
面
的
な
排
除
、
と
い
う
ビ
ス
マ
ル
ク
の
こ
だ
わ
り
」
が
労
災
保
険
法
の
基
礎
を
特
徴
づ
け
て
い
た
と
い 

　
一
三
週
間
の
待
機
期
間
の
後
、
労
働
災
害
を
負
っ
た
被
災
労
働
者
に
対
し
て
保
険
給
付
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（

）
１３た
。

（

）
１４る
。

（

）
１５う
。
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老
齢
保
険
・
障
害
保
険

　
労
災
保
険
─
疾
病
保
険
ま
で
は
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
自
国
で
の
経
験
を
基
に
し
て
制
度
を
構
築
で
き
た
。
し
か
し
老
齢
保
険
・
障
害
保
険
に
つ

い
て
は
そ
の
経
験
も
蓄
積
も
な
か
っ
た
。
大
陽
寺
教
授
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
に
と
っ
て
老
齢
保
険
・
障
害
保
険
は
「
一
八
六
二
年
に
彼
が
フ
ラ
ン

ス
大
使
と
し
て
パ
リ
に
い
た
こ
ろ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
よ
る
老
齢
年
金
金
庫
（caisse

de
retraite

pour
viellesse

                                 
）
の
成
果
を
見
聞
し
た

時
以
来
の
懸
案
」
だ
っ
た
と
指
摘
す 

ビ
ス
マ
ル
ク
自
身
、
一
八
八
九
年
五
月
一
八
日
の
議
会
演
説
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
老
齢
年
金
金
庫

が
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
対
し
て
国
家
へ
の
帰
属
意
識
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
い
る
─
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い 

フ
ラ
ン
ス
の
短
期
滞
在
で
、

ビ
ス
マ
ル
ク
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
崇
拝
者
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
も
前
述
の
演
説
と
関
係
し
て
い 

　
ビ
ス
マ
ル
ク
自
身
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
長
期
滞
在
し
て
い
る
と
演
説
で
述
べ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
大
使
と
し
て
パ
リ
に
滞
在
し
た
の
は
一
〇

か
月
に
満
た
ず
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
で
老
齢
年
金
を
「
実
感
」
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
彼
の
前
述
の
演
説
は
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
い
え
よ

う
。
た
だ
彼
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
通
じ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
情
報
は
十
分
持
っ
て
い
た
。

　
法
の
内
容
は
、
業
務
外
傷
病
・
負
傷
な
ど
に
よ
る
障
害
を
負
っ
た
者
に
対
し
て
障
害
年
金
（Invalidenrente

              
）
を
支
給
す
る
。
ま
た
七
〇
歳

以
上
に
な
っ
た
場
合
に
は
老
齢
年
金
（A

lterrente

 
         
）
を
支
給
す
る
。

ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
法

　
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
保
険
立
法
は
、
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
（Sozialistengesetz

                 
）
と
結
び
つ
き
、
新
し
く
建
設
さ
れ
た
帝
国
に
お
い
て
、
政

治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
関
係
の
維
持
を
意
図
し
て
い 

ま
た
社
会
主
義
か
ら
国
民
を
引
き
離
す
「
従
来
の
鞭
＝
弾
圧
の
政
策
に
加
え
て
飴
＝

懐
柔
の
政
策
」
と
い
う
評
価
も
な
さ
れ 

ビ
ス
マ
ル
ク
は
秩
序
あ
る
勤
勉
な
労
働
力
の
育
成
に
本
心
が
あ
っ 

（

）
１６る
。

（

）
１７た
。

（

）
１８る
。

（

）
１９た
。

（

）
２０る
。

（

）
２１た
。

─　　─
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（
１
）　
ド
イ
ツ
の
社
会
保
険
法
制
史
に
つ
い
て
は
、
木
下
秀
雄
『
ビ
ス
マ
ル
ク
労
働
者
保
険
成
立
史
』
有
斐
閣
（
一
九
九
七
年
）、
福
澤
直
樹
『
ド
イ
ツ
社

会
保
険
史
　
社
会
国
家
の
形
成
と
展
開
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
二
年
）、
箸
方
幹
逸
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
共
済
金
庫
」H

ilfskassen

 
          

─ 
─

ビ
ス
マ
ル
ク
疾
病
保
険
前
史
の
一
章
」
東
京
経
大
学
会
誌
　
四
七
・
四
八
合
併
号
（
一
九
六
五
年
）
三
五
五
頁
以
下
、
西
村
健
一
郎
「
ド
イ
ツ
労
働
災

害
補
償
法
の
生
成
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）（
二
・
完
）」
民
商
法
雑
誌
　
六
五
巻
四
号
、
五
号
（
一
九
七
二
年
）、
土
田
武
史
「
救
済
金
庫
と
プ
ロ
イ

セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
─
─
ビ
ス
マ
ル
ク
疾
病
保
険
の
原
型
創
出
過
程
」
国
士
館
大
学
政
経
論
叢
五
一
号
（
一
九
八
五
年
）
一
八
七
頁
以
下
、
柴
田
嘉
彦

「
社
会
保
障
の
歴
史
（
２
）」
日
本
福
祉
大
学
研
究
紀
要
九
三
号
（
一
九
九
五
年
）
一
頁
以
下
、
な
ど
参
照
。H

orst
P
eters,

 
             D

ie
G
eschichte

der

 
    
              

Sozialen
Versicherun

          
          g  ,A

sgard-Verlag,1978.;H
ans-Peter

U
   
       
               
           

llm
en,Industrielle

interessen
und

D

   
                                 

ie
E
ntstehungen

der
deutschen

    
                          

Sozialversicherung
1880–1889,

                              H
istorische

Zeitschrift

 
                      ,B

and.229,1979,SS.574–610.;D
etl

   
                              
   ev

Zöllner,G
erm
any
–C
haracteristics

             
   
      
              

and

     

specialFeatures
ofSocialLegislati

                                    ons
in
G
erm
any,in

Peter
A
.K
öhler

a

        
   
               
   
       nd

H
ans
F.Zacher

eds.,

    
                    T

he
E
volution

ofSocialInsurance

 
    
                             

1881–189

        1  ,Frances
Pinter,1982,p.1–;E

berh

                                
    ard

E
ichenhofer,T

he
SocialInsuranc

     
             
                  e

in
G
erm
any:T

he
B
ism
arck

M
odeland

      
   
      
    
   
      
        

It’s

      

C
hallenge

in
the
21st

C
entury,in

M
.

 
                      
            
 C
.K
uo
and
H
ans
F.Zacher

eds.,
  
   
        
                    R

eform
and
Perspectives

on
SocialIn

 
     
                              surance

       ,K
ulw
er,2002,

   
   
          

p.1–

     .  

（
２
）　
木
下
・
前
掲
書
二
六
頁
。

（
３
）　
木
下
・
前
掲
書
五
四
頁
。

（
４
）　G

eorg
W
annagat,

 
      
         Lehrbuch

des
Sozialversicherungsrech

                                    t  s  ,1
B
and,1965,S.63.

     
                

（
５
）　
箸
方
・
前
掲
論
文
三
五
五
頁
。
大
陽
寺
順
一
教
授
は
、
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
の
源
流
の
第
一
は
、
ツ
ン
フ
ト
内
部
に
生
ま
れ
た
職
人
の
共
済
金
庫

（H
ilfskasse

 
         
）、
第
二
の
源
流
を
近
代
的
労
働
関
係
が
発
生
し
た
鉱
山
業
で
、
坑
夫
の
自
主
的
な
共
済
組
織
と
し
て
基
礎
を
固
め
て
き
た
坑
夫
金
庫

（K
nappschaftskasse

 
                
）
に
あ
る
と
す
る
。
大
陽
寺
順
一
「
季
刊
・
社
会
保
障
研
究
」
六
巻
二
号
（
一
九
七
〇
年
）
五
六
頁
以
下
所
収
、
五
七
頁
。

G
unnar

Stollberg,H
ilfskassen

in
N
in

 
                  
               
  eteenth-C

entury
G
erm
any,in

M
arcelv

         
        
   
         
       an

der
Linden

ed.,SocialSecurity
M

                                    

utualism
—
T
he

        
 
 
   

C
om
parative

H
istory

ofM
utualB

enefi

 
  
          
           
       
     ts

Societies,Peter
Lang,1996,p.3

                                    09–

   .  

（
６
）　
土
田
・
前
掲
論
文
二
一
八
頁
。
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（
７
）　
近
藤
文
二
「
社
会
保
険
の
論
理
と
技
術
─
─
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
を
中
心
と
し
て
」
生
命
保
険
文
化
研
究
所
所
報
六
号
（
一
九
五
九
年
）
二
三
頁

以
下
所
収
、
三
五
～
三
六
頁
。

（
８
）　
藤
瀬
浩
司
「
プ
ロ
シ
ア
＝
ド
イ
ツ
に
お
け
る
救
貧
法
と
労
働
者
保
険
制
度
の
展
開
」
経
済
科
学
二
〇
巻
四
号
八
五
頁
以
下
所
収
、
一
〇
八
頁
の
翻
訳

に
よ
る
。

（
９
）　
木
下
・
前
掲
書
一
七
頁
。

（
　
）　H

orst
Peters,a.a.O

.,S.46.

 
                  
         
箸
方
・
前
掲
論
文
三
六
九
頁
。

１０
（
　
）　
土
田
・
前
掲
論
文
二
一
四
頁
。

１１
（
　
）　
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
ザ
ク
セ
ン
の
炭
鉱
に
お
け
る
鉱
山
労
働
者
の
坑
夫
金
庫
に
つ
い
て
の
報
告
」
大
内
兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
訳
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル

１２
ス
全
集
　
巻
』
大
月
書
店
（
一
九
六
六
年
）、
三
三
六
頁
。Friedrich

E
ngels,B

erichtüber
die
K

 
          
        
                 

nappschaftsvereine
der
B
ergarbeiter

                        
            in

den

       

１６

K
ohlenw

erken
Sachsens,in

Institut
f

 
      
                             ür
M
arxism

us-Leninism
us
B
eim
ZK
der

    
      
           
    
   
   
     SE

D
,

  
 
  K

arlM
arx
Friedrich

E
ngels

W
erk

 
     
               
       
   ,B

and
16,D

i-

   
         
  

etz
Verlag

B
erlin,1981,SS.342–347

     
       
                        ,S.347
        .  

（
　
）　
菅
谷
章
「
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
成
立
へ
の
系
譜
」
東
海
大
学
政
治
経
済
学
部
紀
要
一
八
号
（
一
九
八
六
年
）
一
五
頁
以
下
所
収
、
を
参
照
。
こ
の

１３
点
が
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
の
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
二
四
頁
）。

（
　
）　
木
下
・
前
掲
書
一
二
三
頁
。

１４
（
　
）　
木
下
・
前
掲
書
一
六
五
頁
。

１５
（
　
）　
大
陽
寺
・
前
掲
論
文
一
六
五
頁
。

１６
（
　
）　
加
藤
榮
一
「
社
会
保
険
の
ゲ
ネ
シ
ス
・
試
論
─
─
社
会
保
険
の
肥
大
と
希
釈
化
（
１
）」
現
代
福
祉
研
究
・
創
刊
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
頁
以
下
所

１７
収
、
二
六
頁
。

（
　
）　G
oran

T
herborn,C

lasses
and
States—

W

 
      
          
                  
 

elfare
State

D
evelopm

ents,1881–1981

              
       
               ,   Studies

in
Political

E
conom

y

                      
     
 ,vol.14,1984,pp.

                     

１８7–41,at
p.12.

               
ビ
ス
マ
ル
ク
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
つ
い
て
は
、
田
中
友
次
郎
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
観
と
鉄
血
政
策
の
起
源
」
長
崎

大
学
人
文
・
社
會
科
學
研
究
報
告
四
号
（
一
九
五
四
年
）
五
一
頁
以
下
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）
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（
　
）　H

ans-Peter
U
llm
en,a.a.O

.,S.578

 
           
   
         
        .  

１９
（
　
）　
菅
谷
・
前
掲
論
文
二
一
頁
。

２０
（
　
）　
田
中
優
「
廃
疾
・
老
齢
保
険
と
国
民
国
家
の
形
成
─
─
今
世
紀
転
換
期
頃
に
お
け
る
ド
イ
ツ
第
二
帝
制
の
国
家
的
統
合
に
関
す
る
一
考
察
」
鹿
児
島

２１
女
子
短
期
大
学
紀
要
二
四
号
（
一
九
八
九
年
）。

二
　
オ
ー
ス
ト
リ 

　
ビ
ス
マ
ル
ク
の
労
働
保
険
制
度
の
影
響
を
受
け
、
類
似
の
制
度
を
採
用
し
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
あ
る
。
現
在
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
当

時
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
（
二
重
）
帝
国
の
一
部
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
冠
領
（
二
重
帝
国
の
北
部
お
よ
び
西
部
地
域
）
で
あ
り
、
俗

に
「
ツ
イ
ス
ラ
イ
タ
ニ
エ
ン
（C

isleithanien

 
            
）」
と
呼
ば
れ
る
「
帝
国
」
で
あ
っ
た
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
（
二
重
）
帝
国
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
に
政
府
と
議
会
を
も
つ
が
、
王
位
は
両
国

と
も
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ゼ
フ
一
世
が
継
承
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
（
二
重
）
帝
国
は
端
的
に
言
え
ば
、

「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
」
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
部
か
ら
バ
ル
カ
ン
半
島
ま
で
及
ぶ
広
範
な
領
土
を
所
有
し
、
そ
の
領
域
内
に
ド
イ
ツ
人
、

チ
ェ
コ
人
、
マ
ジ
ャ
ー
ル
人
な
ど
複
数
の
民
族
を
抱
え
込
ん
で
い
た
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
社
会
保
険
制
度
の
成
立
に
至
る
政
治
状
況
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
一
八
七
〇
年
代
に
議
会
は
自
由
主
義
勢
力
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
一
八
七
三
年
に
始
ま
る
大
不
況
へ
の
対
応
の
ま
ず
さ
や
、
一
八
七
八
年

の
ベ
ル
リ
ン
会
議
へ
の
対
応
に
よ
り
国
民
の
支
持
を
失
っ
た
。
一
八
七
九
年
の
帝
国
議
会
選
挙
で
自
由
主
義
派
は
議
席
を
大
幅
に
減
ら
し
、
一

八
七
九
年
に
二
度
目
の
首
相
に
任
命
さ
れ
た
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
タ
ー
フ
ェ
伯
爵
（E

duard
Franz

Joseph
G
rafvon

T
aaffe

 
                    
         
     
、
一
八
三
三
年
～

一
八
九
五
年
）
は
、
保
守
的
民
族
政
党
と
協
力
、
自
由
主
義
勢
力
を
包
囲
し
「
鉄
の
輪
」（E

isernen
R
ing

 
         
   
）
と
呼
ば
れ
る
政
権
を
率
い
て
い

（
１
）
ア

─　　─

＜
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）
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た
。
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
内
の
民
族
融
和
に
努
め
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
語
と
チ
ェ
コ
語
を
同
等
に
地
位
に
置
く
な
ど
し
た
。

　
タ
ー
フ
ェ
は
社
会
政
策
に
専
門
性
を
も
つ
政
治
家
を
積
極
的
に
登
用
し
た
。
社
会
保
険
の
領
域
で
中
心
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
ス
タ

イ
ン
バ
ッ
ハ
（E

m
ilSteinbach

 
 
            
）、
プ
ラ
ジ
ャ
ー
ク
（A

lois
Pr

 
       a  ź  ak   
）
と
い
っ
た
人
物
が
入
閣
し
た
。
プ
ラ
ジ
ャ
ー
ク
は
社
会
保
険
制
度
導

入
時
の
司
法
大
臣
で
あ
り
、
法
整
備
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ
る
。
一
八
八
一
年
一
月
の
内
閣
改
造
後
、
連
立
内
閣
と
な
り
、

従
来
の
保
守
一
辺
倒
の
「
鉄
の
輪
」
は
崩
れ
、
保
守
・
連
邦
主
義
の
連
立
と
な
っ
た
。

　
ド
イ
ツ
帝
国
の
前
例
と
同
じ
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
皇
帝
が
ス
ピ
ー
チ
で
「
社
会
問
題
」
に
触
れ
た
。
一
八
七
九
年
十
月
八
日
の
皇

帝
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
路
上
生
活
者
の
問
題
に
つ
い
て
の
保
守
勢
力
の
取
り
組
み
を
歓
迎
し
た
。
君
主
制
へ
の
密
接
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
タ
ー

フ
ェ
に
と
っ
て
は
、
皇
帝
の
こ
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
チ
は
、
一
八
八
〇
年
代
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
社
会
立
法
の
創
生
の
も
う
ひ
と
つ
の
政
治
的
重

要
性
を
示
す
こ
と
に
な
っ 

　
こ
の
ス
ピ
ー
チ
が
引
き
金
と
な
り
、
一
八
八
〇
年
代
に
な
る
と
政
権
与
党
の
み
な
ら
ず
各
党
が
社
会
政
策
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
八

八
二
年
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
内
で
ド
イ
ツ
人
の
優
遇
を
求
め
る
ド
イ
ツ
民
族
主
義
者
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
「
リ
ン
ツ
綱
領

（Linzer
Program

m

              
 

）」（「
社
会
政
策
に
関
す
る
政
策
綱
領
」
一
八
八
二
年
九
月
一
日
）
で
、
重
要
産
業
の
国
有
化
と
あ
わ
せ
て
老
齢
・
災
害

保
険
の
導
入
（
ア
イ
テ
ム
　
）
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
自
由
主
義
派
の
提
言
（Liberals

Proposal;5
D
ec.1882:the

                      
              Liberal=“Vereinigte

          
          

２３

deutshe
Linke”

the
U
nited

G
erm
an
Lef

                    
       
   
      t  
）
も
、
未
熟
練
労
働
者
の
保
護
を
主
張
し
、
同
党
は
議
会
で
い
ち
は
や
く
強
制
疾
病
保
険
の
導
入
、

一
般
的
な
使
用
者
責
任
（generalliability

for
em
ployers

                        
       
）
の
不
適
切
さ
を
挙
げ
、
災
害
保
険
の
導
入
を
主
張
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
政
治
動
向
の
中
で
一
八
八
三
年
～
一
八
八
五
年
の
社
会
立
法
は
主
に
労
働
者
保
護
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
。
核
と
な
る
の
が
営

業
法
（G

ew
erbeordnung

 
  
           
）
の
一
八
八
三
年
、
八
五
年
の
改
正
で
あ
る
。
同
法
は
労
働
条
件
の
規
制
を
国
家
の
権
限
と
し
て
認
め
る
と
い
う

（
２
）
た
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）
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も
の
で
あ
っ
た
。
年
少
・
女
性
労
働
者
の
労
働
時
間
の
規
制
、
工
場
監
督
官
の
任
命
、
労
働
者
の
疾
病
に
つ
い
て
の
使
用
者
に
よ
る
保
護
規
定

な
ど
で
あ
る
。
タ
ー
フ
ェ
は
ビ
ス
マ
ル
ク
と
は
異
な
り
、
政
府
に
よ
る
労
働
者
保
護
の
必
要
性
を
認
め
て
い
た
。
彼
は
、
社
会
政
策
の
展
開
に

よ
り
、
安
定
的
な
労
資
関
係
を
形
成
し
労
働
生
産
性
を
向
上
、
同
時
に
労
働
運
動
の
抑
圧
を
ね
ら
っ
て
い
た
。
タ
ー
フ
ェ
内
閣
は
、
一
八
八
三

年
の
営
業
法
改
正
と
同
時
に
、
災
害
保
険
法
案
を
議
会
に
提
出
し
た
が
、
こ
れ
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
一
八
八
一
年
法
案
、
八
二
年
法
案
を
モ
デ
ル

と
し
た
強
制
保
険
制
度
で
あ
っ
た
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
労
災
保
険
に
つ
い
て
の
担
い
手
は
ス
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
（E

m
ilSteinbach

 
 
            
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
ド
イ
ツ
の
労
災
立
法
に
つ

い
て
詳
細
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
た
。
公
的
な
経
路
だ
け
で
な
く
私
的
な
あ
る
い
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
経
路
を
通
し
て
情
報
収
集
に
努
め
て
い

た
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
＝
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
）
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
帝
国
と
同
様
、
一
八
八
〇
年
代
の
社
会
改
革
は
労
働
運
動
（A

rbeiter

 
       -  

bew
egung

   
     
）
を
そ
の
基
盤
か
ら
剥
奪
す
る
、
労
働
運
動
に
対
す
る
撃
退
・
抑
圧
は
既
存
の
国
家
秩
序
─
す
な
わ
ち
帝
国
に
お
け
る
労
働
者
階
級

の
統
合
（Integration

           
）
の
上
に
築
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
懐
柔
策
が
為
政
者
の
基
本
的
態
度
で
あ
っ 

そ
し
て
、
ド
イ
ツ
同
様
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
で
も
「
無
政
府
主
義
者
鎮
圧
法
」
が
一
八
八
六
年
に
制
定
さ
れ
た
。

　
一
方
、
当
時
の
議
会
に
は
労
働
者
の
利
益
を
集
約
・
代
表
で
き
る
組
織
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
労
働
者
の
利
益
を
代
表
で
き
る
可
能
性
の
あ

る
社
会
民
主
党
─
正
式
名
称
は
、
社
会
民
主
労
働
者
党
（Sozialdem

okratische
A
rbeiterparte

         
            
            i  
）─
は
、
一
八
八
八
年
か
ら
九
年
の
「
ハ
イ

ン
フ
ェ
ル
ト
綱
領
（H

ainfelder
Program

m

 
                 
 

）」
に
結
集
し
た
の
ち
に
議
席
を
獲
得
で
き 

社
会
民
主
党
は
強
制
保
険
に
賛
成
で
は
な
か
っ

た
が
、
議
会
外
に
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
主
張
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
表
明
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
で
き
な
か
っ
た
）。

　
一
八
八
七
年
に
議
会
を
通
過
し
た
法
案
は
、
一
八
八
七
年
十
二
月
二
八
日
に
皇
帝
の
承
認
を
う
け
、
一
八
八
八
年
一
月
に
労
働
災
害
保
険
法

（
３
）
た
。

（
４
）
た
。
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＜
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（U
nfallversicherung

 
                 
）
と
し
て
公
布
さ
れ
、
三
か
月
後
に
効
力
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

　
強
制
的
な
災
害
保
険
の
構
造
は
、
他
言
語
的
で
広
範
囲
に
渡
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
ユ
ニ
ー
ク
な
幾
つ
か
の
要
素
に
依
存
し
て
お
り
、
ま

た
社
会
保
険
に
共
通
の
他
の
要
素
に
依
存
し
て
い
る
。
一
つ
の
論
点
は
、
災
害
保
険
が
産
業
に
基
盤
を
も
つ
べ
き
と
す
る
「
産
業
原
理

（B
erufsgenossenschaftlichen

P
rinzip

 
                                 
）」
に
依
拠
す
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
地
域
に
基
盤
を
持
つ
べ
き
と
す
る
「
地
域
原
理

（territorialen
Prinzip

                     
）」
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
産
業
原
理
」
に
立
て
ば
、
特
定
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
、
産
業
の
特
別
の
知
識
を
享
受

で
き
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
全
土
に
渡
り
運
営
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
多
く
の
言
語
の
点
で
コ
ス
ト
高
と
な
り
、
ま
た
幾
つ
か
の
保
険
適

用
下
に
あ
る
工
場
が
ウ
ィ
ー
ン
ま
で
の
か
な
り
の
距
離
も
コ
ス
ト
高
に
つ
な
が
る
。「
地
域
原
理
」
に
立
て
ば
、
移
動
の
コ
ス
ト
が
安
い
が
リ

ス
ク
・
プ
ー
ル
の
小
規
模
さ
に
苦
し
む
こ
と
に
な 

　
労
災
保
険
の
保
険
料
は
メ
リ
ッ
ト
制
を
採
用
し
た
。
一
四
の
広
い
産
業
別
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
作
ら
れ
、
二
八
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
作
ら
れ
た
。

保
険
料
は
さ
ら
に
地
理
的
に
異
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
七
つ
の
地
域
保
険
グ
ル
ー
プ
（A

nstalten

 
        
）
に
分
か
れ
た
。
本
部
は
プ
ラ
ハ
、
ウ
ィ
ー
ン
、

ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
な
ど
に
置
か
れ
、
全
て
の
保
険
料
は
五
年
ご
と
に
変
更
す
る
。

　
疾
病
保
険
（K

rankenversicherung

 
                  
）
に
つ
い
て
は
一
八
八
八
年
三
月
三
〇
日
に
成
立
し
た
。
疾
病
保
険
は
概
ね
ド
イ
ツ
法
と
同
じ
も
の
で

あ
っ
た
。
政
府
の
最
初
の
法
案
は
一
八
八
五
年
会
期
終
了
前
の
議
会
に
送
付
さ
れ
て
い
る
が
、
討
論
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
一
八
八
六

年
二
月
一
日
に
再
度
議
会
に
提
案
さ
れ
た
。
一
条
と
二
条
に
対
す
る
個
別
の
修
正
を
除
け
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
案
は
一
八
八
三
年
六
月
の

ド
イ
ツ
の
疾
病
保
険
法
を
そ
の
精
神
、
内
容
、
構
造
に
お
い
て
完
全
に
利
用
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
は
、
ド
イ
ツ
法
と
同
様
、
法
で
規
定
さ
れ
た
最
低
条
件
を
満
た
す
既
存
の
基
金
を
新
し
い
制
度
に
組
み
込
ん
だ
。
た
だ
し

ド
イ
ツ
法
と
異
な
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
で
は
、
疾
病
基
金
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
自
治
体
金
庫
（G

em
eindekrankenkassen

 
  
                  
）
で
な
く
、
地

（
５
）
る
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）
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区
金
庫
（B

ezirkskassen
 
            
）
を
設
定
し
た
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
労
災
保
険
法
の
後
に
疾
病
保
険
法
が
制
定
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
立
法
の
時
系
列
的
逆
転
現
象
は
お
こ
ら
な
か
っ

た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
報
酬
比
例
の
職
域
社
会
保
険
制
度
の
伝
統
が
こ
こ
に
確
立
し 

　
老
齢
年
金
制
度
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
一
九
〇
六
年
の
年
金
保
険
（Pensionversicherung

                   
）
に
よ
り
事
務
労
働
者
に
対
し
て
設
立
さ
れ
た
。

「
そ
れ
は
社
会
民
主
党
の
闘
い
の
成
果
で
あ
っ 

究
極
の
（
最
終
的
な
）
労
働
者
の
た
め
の
老
齢
年
金
制
度
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
占
領

下
の
一
九
三
八
年
の
創
設
で
あ
る
。

（
１
）　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
社
会
政
策
の
歴
史
つ
い
て
は
、M

argarete
G
rander,

 
          
        C

onservative
SocialPolitics

in
A
ust

 
                                
   ria,1880–189

             0  ,U
niversity

of

   
             

V
ienna

W
orking

Paper
94–2,1994;U

rs

 
       
                          
  ula

Filip

        i  č  

und
K
arlW

örister,

      
     
         G

rundbegriffe
des
Sozialrechts

 
                             ,V

O
G
B
,2015,SS.8–12.

   
 
 
 
                

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
歴
史
一
般
に
つ
い
て
は
、
矢
田
俊
隆
・
田
口
晃
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ス
イ
ス
現
代
史
』
山
川
出
版
（
一
九
八
四
年
）、
南
塚
信
吾

編
『
ド
ナ
ウ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
』
山
川
出
版
（
一
九
九
九
年
）、
参
照
。

（
２
）　H

erbert
H
ofm
eister,A

ustria,in
Pete

 
        
   
         
               r

A
.K
öhler

and
H
ans
F.Zacher

eds.,

   
   
           
                    T

he
E
volution

ofSocialInsurance
18

 
    
                               81–1981

       ,Frances

          

Pinter,1982,pp.288–327,at
p.289

                                    .  

（
３
）　M

onika
Senghaas,

 
                Soziale

Sichernig
und

N
ationale

Soli

                       
             dargem

einschaft?
–D
ie
E
ntstehung

ein

      
             
    
             er

staatlichen
Sozialpolitil

in

                                

F
rankreich

und
in
der
H
absburgerm

ona

                       
          
   rchi

    e  ,
W
orking

paper
N
r.,1/2011,

D
ezem

ber

   
              
            
    
   

2011.
Institut

für
Soziologie,

U
niv

                                 
   ersität

        

Leipzig,S.8

            .  

（
４
）　
Ｆ
・
ク
レ
ナ
ー
（
坂
本
泉
・
訳
）『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
労
働
運
動
史
』
誠
信
書
房
（
一
九
五
八
年
）、
矢
田
俊
隆
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
党
と
民
族

問
題
」
ス
ラ
ヴ
研
究
七
号
（
一
九
六
三
年
）、
倉
田
稔
「
オ
ー
ス
ト
ロ
・
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
」
茨
城
大
学
政
経
学
会
雑
誌
七
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）、
参
照
。

（
５
）　John

E
.M
urray

&
Lars

N
ilsson,A

ccid

      
   
       
       
         
    ent

R
isk
C
om
pensation

in
Late

Im
peri

     
     
  
                    
    alA

ustria;W
age
D
ifferentials

and
S

    
         
     
                  ocialInsurance,

                 

E
xplorations

in
E
conom

ic
H
istor

 
                
     
    
     y  ,vol.44,2007,pp.568–587,p.571

                                    .  

（
６
）
た
。

（
７
）
た
」。

─　　─

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
九
巻
　
一
号

（
　
　
　
）
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（
６
）　E

m
m
erich

Tálos,

 
 
 
       
      Soziale

Sichernig
in
Ö
sterreich:Zw

i

                      
             
 schen

K
ontinuität

und
radikaler

N
euj

       
                          
   ustierung

?,Zentrum
für
Sozialpolit

                    
                ik,

    

U
niversität

B
rem
en
Zes-A

rbeitspapier
 
            
   
        
            

7/200

      2  ,2002,S.10.

             

（
７
）　M

argarete
G
rander,op.cit.,p.11

 
          
                      .  

三
　
ハ
ン
ガ
リ 

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
い
わ
ば
属
州
で
あ
っ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
一
八
六
七
年
の
「
和
協
」（
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
）
に
よ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝

を
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
王
と
は
す
る
も
の
の
、
独
自
の
憲
法
、
議
会
、
政
府
を
も
つ
独
立
国
と
な
っ
た
。

　
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
統
治
下
か
ら
労
働
者
の
互
助
的
な
組
織
が
労
働
者
の
生
活
保
障
制
度
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
特
に
一
八

五
四
年
の
鉱
山
法
に
よ
る
鉱
山
労
働
者
の
疾
病
支
援
と
老
齢
年
金
を
運
営
す
る
共
済
金
庫
は
後
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
労
働
者
保
険
の
原
型
と
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
七
〇
年
以
降
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
影
響
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
も
及
び
労
働
運
動
が
伸
長
し
て
ゆ
く
。
こ
の
過
程
で
、
政
府
は
共
済

金
庫
に
対
す
る
労
働
運
動
、
社
会
主
義
運
動
の
影
響
力
を
分
断
し
よ
う
と
、
共
済
金
庫
に
政
府
の
援
助
を
付
与
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
八
八
四

年
法
一
七
号
は
、
各
企
業
が
疾
病
支
援
基
金
の
設
立
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
八
九
年
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
結
成
の
影
響
を
う
け
、
一
八
九
〇
年
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
民
主
党
（M

agyaroszágiSzociálde

 
                     -  

m
okrata

Párt

 
           
）
が
結
党
さ
れ
た
。
社
会
民
主
党
は
農
村
部
に
も
影
響
力
を
も
ち
、
農
業
労
働
者
や
貧
農
の
覚
醒
に
寄
与
し
た
。
ま
た
さ
ら
に

よ
り
急
進
的
な
「
農
民
社
会
主
義
運
動
」
も
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
大
平
原
で
展
開
し 

　
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
最
初
の
労
働
保
険
は
、
一
八
九
一
年
法
一
四
号
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
。
同
法
は
、
商
業
、
工
業
を
適
用
範
囲
と
し
、
労
働
者

（
１
）
ー

（
２
）
た
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）
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の
疾
病
に
つ
い
て
二
〇
週
ま
で
の
医
療
を
保
障
し
、
障
害
に
つ
い
て
は
二
〇
週
目
以
降
、
障
害
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
保
険
料

は
、
三
分
の
二
を
労
働
者
が
拠
出
し
、
三
分
の
一
を
使
用
者
が
拠
出
し
た
。
運
営
は
既
存
の
基
金
を
利
用
し
、
運
営
の
監
督
は
商
工
会
議
所
が

担
う
。

　
年
金
制
度
の
導
入
は
一
九
二
八
年
法
四
〇
号
に
よ
る
。

（
１
）　
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
社
会
保
障
法
の
展
開
に
つ
き
、D

orottya
Szikra,T

he
T
horny

Path
to

 
                 
    
              Im

plem
entation;B

ism
arckian

SocialI

  
    
           
   
                nsurance

in

            

H
ungary,

 
        E

uropean
JournalofSocialSecuirt

 
                                 y  ,vol.6,N

o.3,2004,p.255–.;D
or

           
                       
  ottya

Szikra,T
he
O
rigin

ofthe
H
ung

               
    
              
   arian

W
elfare

       
       

State
in
C
om
parative

R
esearch,

          
  
          
         Periodica

Polytechnina
Ser.Soc.M

an

                                  
  .Sc

    i  ,vol.10,N
o.5,2002,p.143–;E

ur

            
                      
  opean

O
bservatory

on

       
              

H
ealth

C
are
System

s,

 
       
          
   H

ealth
C
are
System

s
in
T
ransitio

 
       
          
      
        n  –  H

ungary

 
      ,W

H
O
R
egionalO

ffice
for
E
urope,19

   
 
 
  
         
           
         99   .  

（
２
）　
羽
場
久 

子
『
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
史
研
究
─
東
欧
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
社
会
主
義
』
勁
草
書
房
（
一
九
八
九
年
）、
特
に
「
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
下
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
労
働
運
動
及
び
農
民
運
動
」
一
三
五
頁
以
下
、
参
照
。
小
沢
弘
明
「
二
重
制
の
時
代
」
南
塚
信
吾
編
『
ド
ナ
ウ
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
』
山
川
出
版
（
一
九
九
九
年
）
二
一
八
頁
以
下
所
収
、
二
四
〇
頁
。
南
塚
信
吾
『
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
農
民
の
人
民
主
義
』
東
京
大
学
出
版

会
（
一
九
九
七
年
）
七
頁
以
下
、
参
照
。

四
　
イ
タ
リ 

　
統
一
前
の
イ
タ
リ
ア
は
独
立
し
た
九
つ
の
王
国
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
一
八
六
〇
年
の
ガ
ル
バ
ル
デ
ィ
（G

aribaldi,G
iuseppe

 
           
       
）
の
シ
チ

リ
ア
遠
征
の
後
、
サ
ル
デ
ィ
ー
ニ
ャ
王
国
を
中
心
に
イ
タ
リ
ア
統
一
が
実
現
し
た
。
イ
タ
リ
ア
は
サ
ル
デ
ィ
ー
ニ
ャ
王
国
で
あ
る
ヴ
ィ
ッ
ト
ー

リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
二
世
（V

ittorio
E
m
anuele

II

 
         
 
         
）（
在
位
一
八
六
一
年
～
七
八
年
）
を
国
王
と
す
る
立
憲
国
家
と
な
っ
た
。
統
一
以
前
の

諸
国
に
お
い
て
も
コ
ム
ー
ネ
（com

une

   
   
）
と
い
わ
れ
る
最
小
の
地
方
自
治
単
位
と
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
社
会
の
基
盤
に
あ
っ
た
。
ま
た
産
業

（
１
）
ア

─　　─

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
九
巻
　
一
号

（
　
　
　
）
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革
命
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
に
比
べ
れ
ば
遅
れ
て
い
た
。

　
政
治
的
に
は
ロ
ー
マ
を
併
合
し
た
一
八
七
一
年
に
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
情
報
が
入
り
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
結
成
の
ニ
ュ
ー
ス

も
イ
タ
リ
ア
に
届
い
た
。
ガ
ル
バ
ル
デ
ィ
も
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
一
方
で
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
内
の
社
会
主
義

派
と
バ
ク
ー
ニ
ン
派
の
対
立
が
国
内
も
影
響
し
、
コ
ム
ー
ネ
の
伝
統
と
親
和
性
の
高
い
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
が
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
た
（
バ
ク
ー

ニ
ン
も
イ
タ
リ
ア
に
亡
命
し
て
い
た
）。

　
一
八
七
六
年
三
月
に
成
立
し
た
デ
プ
レ
ー
テ
ィ
ス
（D
epretis,A

gostino

 
          
       
）「
左
派
」
内
閣
は
、
一
八
八
二
年
の
選
挙
法
改
正
を
実
現
し
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
「
二
〇
歳
以
上
の
男
性
の
四
人
に
一
人
が
投
票
権
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
選
挙
権
は
「
社
会
的
に
は
都
市
の
中
小
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
と
労
働
者
の
上
層
に
ま
で
拡
大
し 

こ
の
結
果
、
労
働
者
階
層
の
政
治
参
加
の
途
が
開
か
れ
、
労
働
者
政
党
、
社
会
主
義
運
動
の

動
き
が
加
速
し
た
。
農
業
不
況
が
進
行
し
た
一
八
八
〇
年
代
は
、
イ
タ
リ
ア
に
と
っ
て
工
業
発
展
の
時
期
で
、
工
業
諸
部
門
は
高
い
成
長
率
を

記
録
し
た
。
こ
の
状
況
下
で
労
働
運
動
の
勃
興
、
社
会
政
策
立
法
が
必
要
と
な
っ
た
。

　
労
働
運
動
や
女
性
解
放
運
動
は
、
統
一
前
既
に
ミ
ラ
ノ
で
は
隆
盛
を
極
め
て
い
た
。
一
八
四
〇
年
代
以
降
、
労
働
者
の
組
織
が
発
生
し
て
く

る
が
、
そ
の
初
期
的
形
態
は
共
済
相
互
扶
助
組
合
で
あ
っ
た
。
一
八
五
九
年
に
は
「
相
互
扶
助
協
会
（Società

dim
utuo

soccoso

            
            
）」
な
ど

が
既
に
存
在
し
た
。
一
八
八
六
年
の
「
相
互
扶
助
協
会
法
」
に
よ
り
こ
れ
ら
の
組
合
の
合
法
的
設
立
が
認
可
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
イ

タ
リ
ア
で
は
貧
困
救
済
に
関
す
る
社
会
政
策
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
団
体
と
労
働
者
の
相
互
扶
助
組
織
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い 

こ

れ
ら
の
組
織
の
多
く
は
、
高
齢
者
や
長
期
療
養
者
、
会
員
の
遺
族
ら
へ
の
給
付
、
年
金
、
葬
祭
費
の
支
給
な
ど
を
行
う
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
キ
リ
ス
ト
教
に
依
拠
し
た
諸
団
体
は
、
主
に
社
会
福
祉
を
担
っ
て
い
た
が
、
そ
の
活
動
を
無
制
限
に
認
め
る
こ
と
は
、
宗
教
勢
力
の
伸
長
に

つ
な
が
り
、
国
家
に
と
っ
て
は
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ゆ
え
、
宗
教
的
慈
善
活
動
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

（
２
）
た
」。

（
３
）
た
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）
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方
向
で
進
ん
で
ゆ
く
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
貧
困
な
ど
の
「
社
会
問
題
」
に
対
し
て
、
私
的
な
博
愛
・
慈
善
事
業
か
ら
国
家
責
任
を
自
覚
さ
せ
る
と
い
う
方
向
で

発
展
し
て
き
た
。
そ
の
点
で
イ
タ
リ
ア
は
「
異
教
徒
」
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
で
あ
っ
た
が
、
慈
善
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を

政
府
の
責
任
と
は
み
な
さ
ず
、
社
会
構
成
員
の
義
務
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
に
は
救
貧
法
は
存
在
し
な
い
と
い
わ 

教
会
を
母
体

と
す
る
民
間
の
慈
善
事
業
を
国
家
が
そ
の
自
律
性
を
支
援
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
事
業
展
開
の
公
共
性
を
担
保
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う

形
で
行
わ
れ
て
き
た
。
一
八
六
二
年
の
「
慈
善
事
業
法
（Legge

Sull’am
m
inistrazione

delle
O
pe

             
 
                    
  re

Pie

      
）」
は
「
慈
善
事
業
（O

pere
Pie

 
        
）」

に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
。
そ
こ
に
「
近
代
法
が
貫
こ
う
と
し
て
い
る
抽
象
的
な
公
共
性
（
な
い
し
公
益
性
）
の
原
理
に
宗
教
的

痕
跡
が
な
お
色
濃
く
残
さ
れ
て
い 

と
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
救
貧
施
策
は
、
イ
タ
リ
ア
国
家
の
よ
り
一
層
の
近
代
化
の
進
行

の
中
で
変
質
し
て
ゆ
く
。
一
八
九
〇
年
「
公
的
慈
善
制
度
法
（Legge

sulle
Istituzioni

Pubbliche
di

                                    

B
eneficenza

  
          
）」
は
、
ク
リ
ス
ピ

（C
rispi

 
     
）
の
改
革
を
反
映
し
、
伝
統
的
な
「
慈
善
事
業
（O

pere
Pie

 
        
）」
を
放
棄
し
、「
公
的
慈
善
事
業
（Pubbliche

diB
eneficenza

              
          
）」
と

い
う
認
可
さ
れ
た
救
貧
組
織
の
概
念
を
採
用
し
、
慈
善
事
業
に
関
係
す
る
教
会
の
権
限
を
制
約
し
、
国
家
に
よ
る
統
制
を
さ
ら
に
強
化
し
た
。

　
一
八
八
二
年
の
選
挙
法
改
正
を
契
機
に
、
社
会
主
義
政
党
も
結
党
さ
れ
て
ゆ
く
。
一
八
八
二
年
に
は
イ
タ
リ
ア
労
働
者
党
（Partito

O
peraio

         
       

Italiano
PO
I

           
 
）
が
選
挙
の
た
め
に
結
成
さ
れ
る
。
一
八
九
一
年
に
は
イ
タ
リ
ア
労
働
者
党
（Partito

deiLavoratoriItalianiPLI

                                   
）
が
結
党

さ
れ
、
一
八
九
五
年
に
イ
タ
リ
ア
社
会
党
（Partito

Socialista
Italiano

SPI

                               
）
と
改
称
し
た
。
な
お
同
党
の
「
国
政
最
小
限
綱
領
」
に
は
〈
労

働
者
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
国
営
の
老
齢
・
障
害
年
金
制
度
の
構
築
〉
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
七
次
デ
プ
レ
ー
テ
ィ
ス
内
閣
、
農
工
商
大
臣
ベ
ル
デ
ィ
の
下
で
九
歳
以
下
の
児
童
労
働
を
禁
止
す
る
法
律
と
、
相
互
扶
助
組
織
に
法
人
格

を
認
め
る
法
律
が
成
立
し
た
。
さ
ら
に
一
八
八
三
年
全
国
労
災
保
険
基
金
が
成
立
し
、
任
意
加
入
な
が
ら
労
働
災
害
に
対
す
る
社
会
的
保
護
が

（
４
）
れ
、

（
５
）
る
」

─　　─

＜
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整
備
さ
れ
た
。

　
一
八
九
八
年
に
は
前
述
の
労
災
金
庫
が
工
業
部
門
に
関
し
て
は
強
制
加
入
と
す
る
法
、
す
な
わ
ち
一
八
九
八
年
三
月
一
七
日
法
「
労
働
者
災

害
保
険
国
民
基
金
を
設
け
る
法
律
（Legge

per
la
istituzione

diuna
C
ass

                                 
   a
nazionale

diassicurazione
per
di

                                    infortunisullavoro

                    
）」

が
成
立
し
た
。
同
法
に
よ
り
工
業
、
鉱
山
、
建
設
業
の
五
人
以
上
の
従
業
員
を
雇
用
す
る
事
業
所
の
労
働
者
が
強
制
加
入
と
な
り
、
労
働
災
害

の
被
災
に
つ
い
て
保
護
対
象
と
な
り
、
全
額
事
業
主
の
拠
出
に
よ
る
給
付
の
受
給
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
ま
た
同
年
七
月
一
七
日
法
、「
労
働
者
障
害
・
老
齢
保
険
の
た
め
の
国
民
保
険
基
金
を
設
け
る
法
律
（Legge

per
la
istituzione

diuna

                                

C
assa

nazionale
diprevidenza

per
l’

 
                                   invalidità

e
la
vecchiaia

deglioper

                                    ai   
）」
が
成
立
し
、
任
意
加
入
な
が
ら
、「
労
働
者
の
障
害
、
老

齢
の
た
め
の
年
金
国
家
基
金
」（C

assa
nazionale

diprevidenza
per
l’

 
                                   invalidità

e
la
vecchiaia

deglioper

                                    ai   
）
が
設
置
さ
れ
、
年
金
制

度
が
開
始
さ
れ
た
。
対
象
は
、
肉
体
労
働
者
、
日
々
被
用
の
者
で
、
年
間
六
リ
ラ
か
ら
一
〇
〇
リ
ラ
ま
で
の
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
。

　
イ
タ
リ
ア
の
特
徴
は
、
年
金
制
度
の
成
立
が
早
い
の
に
比
し
て
、
医
療
保
障
は
遅
く
、
一
九
四
三
年
の
疾
病
保
険
に
よ
り
よ
う
や
く
成
立
し

た
点
で
あ
る
。
上
村
政
彦
教
授
は
こ
れ
を
「
疾
病
の
保
護
に
関
す
る
労
働
者
の
自
主
的
共
済
制
度
が
有
効
的
な
も
の
と
し
て
、
存
在
し
て
い
た

こ
と
に
あ 

か
ら
だ
と
す
る
。

　
イ
タ
リ
ア
は
医
療
に
つ
い
て
は
国
家
の
介
入
が
な
く
、
共
済
制
度
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
、
年
金
に
関
し
て
は
国
家
介
入
が
あ
っ
た
と
う
い
点

に
特
徴
が
あ
る
。
相
互
扶
助
団
体
を
中
心
と
す
る
共
済
制
度
は
、
医
療
給
付
の
よ
う
な
短
期
給
付
に
は
有
効
で
あ
り
、
コ
ム
ー
ネ
の
伝
統
が
醸

造
し
た
自
治
相
互
の
理
念
が
活
き
て
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
自
治
・
相
互
扶
助
の
理
念
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
も
馴
染
む
も
の
で
あ

る
。

（
６
）
る
」

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
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大
陸
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保
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浸
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（
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（
１
）　
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
一
般
に
つ
い
て
は
、
森
田
鉄
郎
・
重
岡
保
郎
『
イ
タ
リ
ア
現
代
史
』
山
川
出
版
（
一
九
七
七
年
）、
北
原
敦
編
『
イ
タ
リ
ア
史
』

山
川
出
版
（
二
〇
〇
八
年
）、
参
照
。

　
社
会
保
障
・
社
会
政
策
に
関
し
て
は
、
上
村
正
彦
「
イ
タ
リ
ア
の
社
会
保
障
制
度
」
平
石
長
久
・
保
阪
哲
哉
・
上
村
政
彦
『
欧
米
の
社
会
保
障
制

度
』
東
洋
経
済
新
報
社
（
一
九
七
六
年
）、
横
山
隆
作
『
イ
タ
リ
ア
労
働
運
動
の
生
成
』
学
文
社
（
二
〇
〇
一
年
）、
小
林
甲
一
「
イ
タ
リ
ア
社
会
保
障

の
歴
史
、
現
状
お
よ
び
将
来
」
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
・
社
会
科
学
篇
二
九
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
）
六
九
～
九
二
頁
、
柴
田
嘉
彦
「
社
会
保
障
の
歴

史
」
日
本
福
祉
大
・
研
究
紀
要
九
四
号
（
一
九
九
六
年
）
一
～
二
八
頁
、
参
照
。

（
２
）　
北
原
敦
「
国
家
の
建
設
と
国
民
の
形
成
」
北
原
編
・
前
掲
書
四
二
八
頁
。

（
３
）　G

ian
Paolo

B
arbetta,

 
           
         D

efining
the
N
onprofit

Sector:Italy
 
             
                      

W
orking

Papers
ofthe

T
he
Johns

H
op

  
                      
          
  kins

C
om
parative

N
onprofit

Sector

      
  
          
                

Projec

      t  ,T
he
Johns

H
opkins

Institute
for
Po

   
          
                       licy
Studies,1993.

                   
共
済
組
合
の
詳
細
は
、
横
山
隆
作
・
前
掲
書
所
収
の
「
相
互
扶
助
協
会
の
展
開
」

に
依
存
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
の
共
済
組
合
の
実
態
に
つ
い
て
は
、T

iziana
D
iC
im
brini,W

elfare
or
Poli

 
        
   
  
        
              tics?

T
he
identity

ofItalian
m
utual

       
                        
      

aid
societies

as
revealed

by
a
laten

                                    t
class

cluster
analysis

oftheir
an

                                    nualreports,

              A
ccounting

H
istory

 
           
      ,vol.20,2015,pp.310–341.

                             

（
４
）　G

.M
.Palliccia,T

he
Reliefofthe

P

 
   
              
    
              oor

in
Italy,

              T
he
A
nnals

ofthe
A
m
erican

A
cadem

y
o

 
    
              
 
        
     
   fPoliticaland

SocialScienc

                             e  ,vol.28,1906,

                 

pp.113–118.

            
勝
田
由
美
「
国
民
国
家
形
成
期
の
ミ
ラ
ノ
に
お
け
る
公
的
福
祉
の
模
索
─
ク
リ
ス
ピ
法
と
ウ
ユ
ニ
タ
リ
ア
協
会
」
北
村
暁
夫
・
小
谷
眞

男
編
『
イ
タ
リ
ア
国
民
国
家
の
形
成
─
自
由
主
義
期
の
国
家
と
社
会
』
日
本
経
済
評
論
社
（
二
〇
一
〇
年
）
一
五
三
頁
以
下
、
所
収
。

（
５
）　
小
谷
眞
男
「
慈
善
事
業
法
体
制
試
論
：
一
八
六
二
～
一
八
九
〇
─
イ
タ
リ
ア
救
貧
法
史
研
究
序
説
」
日
伊
文
化
研
究
三
五
号
（
一
九
九
七
年
）
五
三

頁
以
下
所
収
、
五
四
頁
。

（
６
）　
上
村
正
彦
「
イ
タ
リ
ア
の
社
会
保
障
制
度
」
平
石
長
久
・
保
阪
哲
哉
・
上
村
政
彦
・
前
掲
書
所
収
、
九
二
頁
。

五
　
オ
ラ
ン 

　
一
五
八
一
年
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
連
邦
共
和
国
の
独
立
宣
言
、
一
六
〇
九
年
の
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
の
終
結
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は

比
較
的
早
い
時
期
か
ら
独
立
を
果
た
し
た
。

（
１
）
ダ

─　　─

＜
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一
八
四
八
年
二
月
の
パ
リ
革
命
の
影
響
は
オ
ラ
ン
ダ
に
も
波
及
し
た
が
、「
オ
ラ
ン
ダ
の
場
合
、
市
民
や
労
働
者
に
よ
る
騒
擾
が
ほ
と
ん
ど

な
い
ま
ま
、
い
わ
ば
上
か
ら
「
革
命
」
が
静
か
に
進
行
し
、
し
か
も
そ
れ
が
成
功
裏
に
終
わ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
一
八
四
八
年

は
い
さ
さ
か
ほ
か
の
国
々
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い 

一
八
四
八
年
三
月
を
境
に
国
王
ウ
ィ
ル
レ
ム
二
世
（W

illem
II

 
     
   
　
在
位
一
八
四
〇

年
～
一
八
四
九
年
）
は
保
守
的
で
専
制
的
な
君
主
か
ら
進
歩
的
自
由
主
義
的
な
君
主
へ
豹
変
し
た
。

　
一
八
四
八
年
一
〇
月
に
憲
法
改
正
が
行
わ
れ
、
責
任
内
閣
制
が
導
入
さ
れ
、
結
社
・
表
現
の
自
由
、
宗
教
の
自
由
な
ど
が
明
確
に
規
定
さ
れ

た
。「
こ
の
改
正
に
よ
る
オ
ラ
ン
ダ
憲
法
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
っ
と
も
近
代
的
で
民
主
的
な
憲
法
と
い
わ
れ
た
一
八
三
一
年
の
ベ
ル
ギ
ー

憲
法
に
近
づ
き
、
オ
ラ
ン
ダ
で
も
現
在
に
ま
で
続
く
議
会
制
民
主
主
義
と
国
家
の
基
本
的
人
権
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ 

こ
れ
以
後
、

一
八
五
〇
年
～
一
八
八
〇
年
ご
ろ
ま
で
オ
ラ
ン
ダ
は
自
由
主
義
の
全
盛
時
代
を
迎
え
る
。

　
一
八
八
〇
年
代
の
資
本
主
義
の
発
展
や
不
況
に
よ
り
労
働
問
題
は
深
刻
化
し
、
労
働
者
階
級
の
政
治
的
自
覚
が
高
ま
る
。
一
八
八
二
年
三
月

に
は
社
会
民
主
同
盟
（SociaalD

em
oratische

B
ond
SD
B

         
  
           
      
 
）、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
い
わ
れ
る
社
会
民
主
労
働

者
党
（SociaalD

em
oratische

A
rbeiders

Parti

         
  
           
              jSD

A
P

    
 
 
）
が
結
成
さ
れ
た
。

　
一
八
八
七
年
に
は
憲
法
改
正
に
よ
り
、
選
挙
制
度
が
改
正
さ
れ
、
有
権
者
が
一
〇
万
人
か
ら
三
五
万
人
近
く
に
増
加
し 

ま
た
一
八
八
七

年
に
政
府
は
、
工
場
に
お
け
る
女
子
労
働
者
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
副
産
物
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
工
場
、
特
に

大
会
社
は
、
疾
病
、
労
働
不
能
、
老
齢
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の
制
度
を
保
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て

一
八
八
八
年
の
マ
ッ
カ
イ
（M

ackay,A
eneas

 
        
     
）
内
閣
（
一
八
八
八
～
九
年
）
は
年
少
・
女
子
労
働
を
制
限
す
る
労
働
法
を
制
定
し
た
。

　
一
方
、
政
府
は
国
外
の
社
会
保
障
の
現
状
を
調
査
し
、
一
八
九
三
年
に
は
法
律
家
の
レ
イ
デ
ン
（Van

Leijden

 
          
）
が
法
定
の
老
齢
年
金
保
険

制
度
は
費
用
が
か
か
り
過
ぎ
、
そ
の
上
、
私
的
な
生
活
に
過
剰
な
政
府
介
入
を
も
た
ら
す
と
報
告
書
に
結
論
づ
け 

（
２
）
た
」。

（
３
）
た
」。

（
４
）
た
。

（
５
）
た
。
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一
九
世
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救
貧
法

　
オ
ラ
ン
ダ
の
貧
民
救
済
に
つ
い
て
は
、
教
会
が
実
質
的
に
そ
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
教
会
や
個
人
が
救
済
し
な
い
人
々
に
対
し
て
の
み
、

自
治
体
が
援
助
し
て
い
た
。
一
八
五
四
年
と
後
の
一
九
一
二
年
の
救
貧
法
は
、
政
府
の
支
出
を
切
り
つ
め
る
こ
と
に
焦
点
が
お
か
れ
て
い
た
も

の
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
二
法
は
、
貧
民
救
済
は
基
本
的
に
は
私
的
な
慈
善
事
業
の
問
題
で
あ
る
と
明
瞭
に
規
定
す
る
も
の
だ
っ 

共
済
組
合

　
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
に
は
「
社
会
企
業
家
（Sociaalondernem

erschap

                
       
）」
と
い
わ
れ
る
開
明
的
な
企
業
家
が
存
在
し
、
労
働
者
が
遭
遇
す

る
経
済
的
危
機
に
対
応
す
る
労
使
拠
出
の
基
金
を
立
ち
上
げ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
基
金
の
運
営
に
労
働
者
を
参
加
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
彼
ら
は

政
府
が
社
会
保
険
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
た
が
、
自
ら
の
経
験
を
他
に
広
め
る
た
め
に
「
社
会
的
ア
ド
バ
イ
ス
機
関
（B

ureau
voor

 
           

sociale
adviezen

                
）」
を
立
ち
上
げ 

　
一
八
九
七
年
に
は
政
府
は
労
働
者
災
害
補
償
法
を
導
入
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
企
業
の
反
対
に
よ
り
成
功
し
な
か
っ
た
。
政
府
案
は
使
用
者

の
負
担
に
よ
る
、
強
制
的
・
集
団
的
保
険
で
あ
り
、
単
一
の
政
府
機
関
（Sociale

V
erzekeringsbank

SV
B

         
                  
 
）
に
よ
る
運
営
を
そ
の
内
容
と
し

て
い
た
。
企
業
は
政
府
の
機
構
に
よ
る
運
営
の
官
僚
的
非
効
率
性
に
反
対
し
た
。
そ
し
て
自
分
た
ち
の
行
っ
て
い
る
制
度
の
ほ
う
が
安
上
が
り

で
あ
り
効
率
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
経
営
者
側
が
国
家
が
社
会
保
険
を
突
破
口
に
な
る
こ
と
を
警
戒
し
た
。
社
会
立
法
に
警
戒
心
を
抱
い
た

企
業
経
営
者
は
、
一
八
九
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
使
用
者
連
盟
（N

ederlandse
Vereniging

van
W
erkgever

 
            
               
        s  
）
を
結
成
し
た
。

　
一
八
九
〇
年
代
に
自
由
党
が
政
権
に
復
帰
し
、
ピ
ー
ル
ソ
ン
（Pierson,N

icolaas
G
erard

          
         
     
）
内
閣
（
一
八
九
七
年
～
一
九
〇
一
年
）
が
、

立
法
に
際
し
て
ド
イ
ツ
帝
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
制
を
検
討
し
た
上
で
、
一
九
〇
一
年
に
労
災
保
険
法
（O

ngevallenw
et
O
W

 
          
    
 

）
を
制
定
し

（
６
）
た
。

（
７
）
た
。
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＜
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同
法
は
保
護
対
象
が
極
め
て
限
定
的
で
、
危
険
業
務
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
の
み
が
対
象
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
対
象
者
が
動
力
器

機
、
蒸
気
、
ガ
ス
、
爆
発
し
や
す
い
あ
る
い
は
引
火
性
の
原
料
を
扱
っ
て
い
る
労
働
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
賃
金
に
関
す
る
上
限
は

設
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
部
門
の
全
て
の
労
働
者
が
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
た
。

　
労
災
保
険
法
は
、
間
接
的
に
は
老
齢
保
険
制
度
を
含
ん
で
い
た
。
も
し
受
給
者
が
永
久
的
に
労
働
能
力
の
一
部
ま
た
が
全
部
を
失
っ
た
場
合
、

彼
は
一
定
の
期
間
の
後
も
、
年
金
の
受
給
権
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
年
金
は
受
給
者
が
労
働
不
能
に
あ
る
間
、
継
続
し
た
。
つ
ま
り
六
五
歳
以
上

で
も
支
給
さ
れ
た
の
で
あ 

　
オ
ラ
ン
ダ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
で
も
は
や
く
か
ら
独
立
を
確
保
し
て
い
た
。
共
済
組
合
制
度
に
国
家
介
入
を
す
る
必
要
性
は
必
ず
し
も
高

く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
一
九
〇
一
年
法
と
な
っ
て
結
実
し
た
。

（
１
）　
オ
ラ
ン
ダ
の
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、C

hris
N
ottingham

and
Piet

de
R
ooy,T

 
      
         
              
      

he
Peculiarities

of
the
D
utch:Socia

                         
           lSecurity

in
the

                  

N
etherland,in

Steven
K
ing
and
John

 
                      
             Stew

art,eds.,

    
           W

elfare
Peripheries

 
                  ,Peter

Lang,2007,pp.39–66.;K
.P

                                 
   .C

om
panje,R

.H
.M
.H
en

   
  
        
   
   
   
  -  

driks,K
.F.E

.V
eraghtertand

B
.E
.

        
      
   
               
   
 M

.W
iddershoven,

  
   
             T

w
o
C
enturies

ofSolidarity
–G
erm
an,

 
 
   
                         
   
   B

elgian
and
D
utch

socialhealth
ins

  
            
                      ur   -  

ance
1770–200

             8  ,A
ksant,2009.

   
            
　
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
一
般
に
つ
い
て
は
、
栗
原
福
也
『
ベ
ネ
ル
ク
ス
現
代
史
』
山
川
出
版
（
一
九
八
二
年
）、
モ
ー

リ
ス
・
ブ
ロ
ー
ル
（
西
村
六
郎
・
訳
）『
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
　
オ
ラ
ン
ダ
史
』
白
水
社
（
一
九
九
四
年
）、
佐
藤
弘
幸
「
オ
ラ
ン
ダ
」
森
田
安
一
編
『
ス
イ

ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
』
山
川
出
版
（
一
九
九
八
年
）
所
収
、
な
ど
参
照
。

（
２
）　
佐
藤
弘
幸
「
オ
ラ
ン
ダ
」
森
田
安
一
編
『
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
』
山
川
出
版
（
一
九
九
八
年
）
三
一
五
～
六
頁
。

（
３
）　
佐
藤
・
前
掲
論
文
三
一
六
頁
。

（
４
）　
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ー
ル
・
前
掲
書
一
一
四
頁
。

（
５
）　Ilona

D
orrestijn

and
V
ibeke

K
ingm

a,

       
               
       
    
   T

he
A
O
W
schem

e:
history

and
predeces

 
    
 
 
      
                       sors,

in
the
Sociale

Verzekeringsban

                      
              

k,

   

（
８
）
た
。

（
９
）
る
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
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ッ
パ
大
陸
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（
　
　
　
）
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International
A
ffairs

and
C
orporate

               
            
         C

om
m
unications

D
epartm

ents,

 
  
 
            
      
      T

he
D
utch

State
Pension

Past,
Presen

 
    
                               t

and
F
uture

            ,Sociale

          

Verzekeringsbank,2008,at
p.17

 
                               .  

（
６
）　A

ry
B
urger,PaulD

ekker,T
ym
en
van
d

 
    
             
        
  
        er

Ploeg
and
W
ino
van
Veen,

              
         
     D

efining
the
N
onprofit

Sector:
T
he
N

 
             
                  
    

etherlands:
W
orking

             
       

Papers
ofthe

Johns
H
opkins

C
om
parat

                     
        
  
     ive

N
onprofit

Projec

     
               t  ,1997,at
p.3.

                

（
７
）　K

eetie
Sluyterm

an,C
orporate

Social

 
              
     
                R

esponsibility
of
D
utch

E
nterpreneur

 
                  
      
           a

in
the
T
w
entieth

C
untury,

          
 
         
        E

nterprise
and
Society

 
                     ,   

vol.13,issue
2,2012,pp.313–349.

                                    at
p.318

          .  

（
８
）　Frans

Pennings,

                D
utch

SocialSecurity
Law

in
an
inte
 
                        
           rnationalcontex

                t  ,K
luw
er,2002,at

p.1.

   
   
                  

（
９
）　Ilona

D
orrestijn

and
V
ibeke

K
ingm

a,

       
               
       
    
   op.cit.,p.18

               .  

六
　
ベ
ル
ギ 

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
一
八
一
五
年
に
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
闘
い
で
敗
北
し
た
の
ち
ベ
ル
ギ
ー
は
オ
ラ
ン
ダ
に
併
合
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ル
ギ
ー
は
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
情
報
が
伝
わ
る
中
、
一
八
三
〇
年
独
立
革
命
に
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
独
立
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
が
宗
教
的
に
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主

義
で
言
語
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
あ
る
の
に
対
し
、
ベ
ル
ギ
ー
地
域
（
低
部
地
方
南
部
）
は
、
宗
教
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
言
語
は
オ
ラ
ン
ダ
語

と
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
独
立
し
た
こ
と
は
、
本
来
の
ベ
ル
ギ
ー
地
域
（
低
部
地
方
南
部
）
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
確
立
の
あ
る
面
で
言
え
ば
悲
願
で
あ
っ
た
。

　
一
八
三
一
年
の
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
は
自
由
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
近
代
憲
法
の
一
つ
と
い
え
る
が
、
憲
法
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
正
文
と
し
て
お

り
、
独
立
時
点
か
ら
二
〇
世
紀
に
顕
在
化
す
る
言
語
戦
争
の
萌
芽
を
内
在
し
て
い
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
成
果
を
折
り
込
ん
だ
自
由
主
義
的
な
憲
法
の
下
で
、
鉱
山
資
源
に
も
恵
ま
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
は
発
展
を
遂
げ
、
一
九
〇
〇
年

ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
並
び
世
界
第
二
位
の
工
業
大
国
で
あ
っ
た
。
一
八
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
旧
来
の
小
経
営
か
ら
資
本
主
義
的
国

（
１
）
ー

─　　─

＜
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民
経
済
を
確
立
す
る
な
か
で
、
労
働
問
題
が
こ
の
時
期
よ
り
一
層
表
明
化
し
て
ゆ
く
。
一
八
八
四
年
の
選
挙
で
カ
ト
リ
ッ
ク
党
が
勝
利
し
一
九

一
四
年
ま
で
政
権
を
担
う
こ
と
と
な
る
が
、
一
八
八
五
年
に
は
ベ
ル
ギ
ー
労
働
党
（B

elgische
W
erkliedenpartij/PartiO

uv

 
          
                       
  rier

B
elge

      
    
）

が
結
党
さ
れ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
労
働
党
は
労
働
者
の
組
織
化
の
た
め
に
、
労
働
組
合
や
共
済
組
合
も
積
極
的
に
組
織
し
た
。

　
一
八
八
六
年
に
は
労
働
者
の
大
規
模
な
集
団
示
威
行
動
や
暴
動
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
八
四
年
に
首
相
と
な
っ
た
ベ
ー
ル
ナ
ー
ル

ト
（B

eernaert,A
uguste

 
           
      
）
は
、
一
八
八
六
年
の
暴
動
に
対
し
て
柔
軟
な
姿
勢
で
こ
れ
に
対
応
し
た
。
ま
た
国
王
レ
オ
ポ
ル
ド
二
世
（Leopold

        

II   
）
は
、
こ
の
革
命
的
運
動
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
例
に
従
う
こ
と
を
決
意
し
労
働
者
階
級
と
和
解
す
る
法
を
提
案
し
た
。

救
貧
法

　
ベ
ル
ギ
ー
の
貧
困
救
済
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
地
域
同
様
、
宗
教
的
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
一
八
九
一
年
一
一
月
二
七
日
の
法
と

そ
の
修
正
で
あ
る
一
八
九
七
年
二
月
一
五
日
法
に
よ
り
、
処
遇
施
設
と
し
て
労
役
所
（depots

de
m
endicite

           
        
）
と
救
貧
院
（m

aisons
de

 
          

refuge

      
）
が
規
定
さ
れ
た
。
前
者
は
怠
惰
者
、
節
制
で
き
な
い
者
、
売
春
婦
な
ど
が
司
法
手
続
き
に
よ
り
入
所
し
、
後
者
は
貧
困
者
、
老
齢
者
、

病
人
な
ど
が
、
任
意
や
自
治
体
に
よ
り
入
所
し
て
い 

共
済
組
合

　
生
活
保
障
施
策
と
し
て
は
、
伝
統
的
に
労
働
者
の
相
互
扶
助
組
合
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
を
基
本
に
制
度
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
。
自
由
主

義
者
の
ロ
ジ
ェ
（R

ogier,C
harles

 
        
      
）
政
権
下
で
制
定
さ
れ
た
一
八
五
〇
年
五
月
八
日
法
は
労
働
者
階
級
が
彼
ら
の
老
齢
期
に
備
え
る
こ
と
を

奨
励
す
る
「
一
般
生
活
年
金
基
金
（A

lgem
ene
Lijfrentekas

 
    
                
）」
を
設
立
す
る
。

（
２
）
た
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
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（
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田
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（
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一
八
五
一
年
四
月
三
日
の
「
扶
助
組
合
法
（M

utualitistische
W
et

 
                 
  
）」
は
相
互
扶
助
組
合
に
つ
い
て
、
政
府
に
よ
る
促
進
と
こ
れ
ら
に
保
護

を
与
え
る
も
の
で
、
同
時
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
労
働
組
合
に
対
す
る
「
内
緒
の
支
援
（clandestine

support

                   
）」
を
行
わ
な
い
よ
う
に
厳
格
に

監
督
さ
れ
て
い
た
。
一
八
九
四
年
六
月
二
三
日
の
「
扶
助
組
合
法
（M
utualiteitw

et

 
           
  
）」
は
、
相
互
扶
助
組
合
が
大
幅
な
自
治
を
与
え
ら
れ
、

同
時
に
、
大
臣
か
ら
の
認
可
を
受
け
れ
ば
、
国
家
と
地
方
自
治
体
か
ら
補
助
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
同
法
は
、

地
域
の
基
金
が
連
合
組
織
を
創
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
連
盟
は
、
宗
教
や
政
党
と
同
じ
系
列
下
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
一
九
〇
六

年
にN

ationalA
lliance

ofC
hristian

M
utua

 
         
            
          
    lFund

      
、
一
九
〇
八
年
に
はN

ationalU
nion

ofN
eutralM

utualist

 
         
         
        
         Federation

          
、
一
九
一

三
年
に
はN

ationalU
nion

ofSoicalistM
utualis

 
         
                   
       tFundederation

               

と
い
う
具
合
で
あ 

ベ
ル
ギ
ー
の
一
八
九
〇
年
代
の
特
色
は
カ
ト
リ
ッ

ク
政
権
に
現
れ
て
い
る
。「
一
般
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
政
権
は
、
私
的
な
発
意
と
自
助
の
優
位
を
強
調
し
た
。
国
家
は
、
学
校
や
疾
病
基
金
、
組

合
と
い
っ
た
組
織
を
自
由
に
発
展
す
る
こ
と
を
認
め
、
彼
ら
に
法
的
な
特
典
や
補
助
を
与
え
る
こ
と
で
奨
励
し
た
。
こ
れ
は“Liberté

subsidée

 
                ”  

の
原
理
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
一
八
九
四
年
六
月
二
三
日
法
に
反
映
し
て
い 

　
こ
の
よ
う
な
諸
施
策
に
よ
り
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
ほ
と
ん
ど
全
て
の
労
働
者
が
相
互
扶
助
組
合
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。

　
一
九
〇
〇
年
五
月
一
〇
日
法
は
、
補
助
を
受
け
た
任
意
の
老
齢
保
険
を
構
築
す
る
。
一
八
八
六
年
に
九
六
〇
〇
〇
人
が
相
互
扶
助
組
合
に
加

盟
し
て
い
た
が
、
一
九
〇
七
年
に
は
一
九
六
四
八
七
人
と
な
り
人
口
の
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
加
盟
し
て
い
る
こ
と
に
な 

　
一
九
〇
三
年
十
二
月
二
四
日
、
労
災
保
険
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
同
法
は
、
労
働
災
害
に
関
し
保
険
を
か
け
て
い
な
い
使
用
者
に
対
し
て
保

障
基
金
へ
の
拠
出
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
来
的
な
社
会
保
険
制
度
は
一
九
一
一
年
六
月
五
日
法
の
鉱
山
労
働
者
障
害
・
老
齢
年
金
法
が
嚆
矢
と
な
る
。

（
３
）
る
。

（
４
）
る
」。

（
５
）
る
。

─　　─
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（
１
）　
ベ
ル
ギ
ー
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
栗
原
福
也
『
ベ
ネ
ル
ク
ス
現
代
史
』
山
川
出
版
（
一
九
八
二
年
）、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
＝
ア
ン
リ
・
デ
ュ
モ
ン
（
村
上

直
久
・
訳
）『
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
　
ベ
ル
ギ
ー
史
』
白
水
社
（
一
九
九
七
年
）、
森
田
安
一
編
『
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
』
山
川
出
版
（
一
九
九
八
年
）、

な
ど
参
照
。

（
２
）　
こ
れ
ら
の
施
策
に
つ
い
て
は
、R

udolph
M
.B
inder,T

reatm
ent
ofB
egg

 
        
   
        
     
        
   ars

and
B
agabonds

in
B
elgium

,

         
             
      
  JournalofA

m
erican

Institute

            
 
                 

ofC
rim
inalLaw

and
C
rim
inolog

    
   
        
      
   
      y  ,vol.6,1915–1916,p.835–.

                             

（
３
）　K

.P.C
om
panje,R

.H
.M
.H
endriks,K

 
      
  
        
   
   
   
          

.F.E
.Veraghtert

and
B
.E
.M
.W
idd

      
   
               
   
   
   
   ershoven,

          T
w
o
C
enturies

ofSolidarity
–G
erm
an,

 
 
   
                         
   
    

B
elgian

and
D
utch

socialhealth
insu

 
            
                       rance

1770–200

              8  ,A
ksant,2009,p.92.

   
                   

（
４
）　R

ita
Schepers,T

he
B
elgian

m
edicalp

 
               
    
        
        rofession,the

order
ofphysicians

a

                                    nd
the
sickness

funds
(1900–1940),

                                   Sociology
ofH
ealth

              
      

and
Illnes

          s  ,vol.15,1993,375–,at
p.367

                                .  

（
５
）　R

ita
Schepers,op.cit.,at

p.377

 
                                 .  

七
　
フ
ラ
ン 

　
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
発
展
の
最
大
の
特
色
は
、「
社
会
保
険
」
制
度
の
展
開
が
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
実
質
的
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
点
で

あ
る
。
一
九
一
〇
年
に
老
齢
保
険
法
が
成
立
す
る
が
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
か
っ 

ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
工
業

化
諸
国
の
ほ
と
ん
ど
が
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
国
家
的
制
度
で
あ
る
「
社
会
保
険
」
が
共
済
組
合
に
と
っ
て
代
わ
る
方
向
で
あ
る
が
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
は
共
済
組
合
が
、
生
活
保
障
の
中
心
的
役
割
を
、
今
日
ま
で
維
持
し
続
け
て
い 

救
貧 

　
フ
ラ
ン
ス
の
救
貧
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
公
的
扶
助
を
「
国
家
の
神
聖
な
義
務
（dette

sacrée
            
）」
と
す
る
一
七
九
三
年
の
「
人
権
宣
言

（
１
）
ス

（
２
）
た
。

（
３
）
る
。

（
４
）
法

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）

─　　─81
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（D
éclaration

des
D
roits

de
l’H
om
m
e
et

 
                
            
  
 
    

du
C
itoyen

de
1973

     
              
）」
等
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
他
国
（
地
域
）
の
公
的
救
済
と
異
な
る
次
元

に
な
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
後
の
展
開
は
か
な
ら
ず
し
も
、
そ
の
理
念
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
革
命
期
の
制
度
は
実
際
上
ほ
と

ん
ど
実
施
さ
れ
ず
、「
革
命
期
の
後
は
、
公
的
扶
助
と
こ
れ
に
対
応
す
る
被
救
済
権
の
思
想
が
確
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
施
策
に

お
い
て
は
、
絶
対
王
政
以
来
の
施
設
救
助
の
水
準
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
評
価
さ
れ 

　
フ
ラ
ン
ス
の
救
貧
法
が
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
の
は
、
一
八
九
三
年
七
月
一
五
日
の
医
療
扶
助
に
関
す
る
法
（la

loisur
l’assistance

m
édi

                         
   -  

cale
gratutie

             
）
以
降
で
あ 

一
九
〇
五
年
七
月
一
四
日
年
の
老
齢
・
障
害
者
の
扶
助
に
関
す
る
法
（la

loisur
l’assistance

aux
vieillar

                                    ds,

    

infirm
es
et
incurables

      
                
）
は
、
県
に
よ
る
公
的
扶
助
の
義
務
を
規
定
し
、
こ
れ
ら
の
立
法
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
公
的
扶
助
の
基
礎
が
固
ま
っ
た
。

共
済
組
合

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
七
八
九
年
の
革
命
以
前
か
ら
、
信
徒
会
や
職
人
組
合
を
基
礎
と
す
る
相
互
扶
助
的
な
組
合
（sociétés

de
secors

m
utuels;

                    
        

sociétés
de
prévoyance

                      
）
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
革
命
後
に
定
立
さ
れ
た
「
中
間
団
体
の
禁
止
」
原
則
に
よ
り
、
具
体

的
に
は
一
七
九
一
年
の
「
シ
ャ
プ
リ
エ
法
（Loile

C
hapelier

        
        
）」
に
よ
り
、
抑
圧
的
・
抑
制
的
に
取
り
扱
わ
れ
た
。

　
一
九
世
紀
後
半
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
統
治
期
に
は
、
こ
れ
ら
の
組
合
は
黙
認
─
国
家
に
よ
る
承
認
、
援
助
─「
社
会
問
題
」
へ
の
政
府
の

介
入
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
三
二
年
の
コ
レ
ラ
の
流
行
以
降
、
公
衆
衛
生
の
概
念
が
登
場
し
、
こ
の
関
心
か
ら
共
済
組
合
は
「
よ

り
効
率
的
で
組
織
化
さ
れ
た
国
家
統
治
と
、
公
衆
衛
生
と
い
う
二
つ
の
関
心
か
ら
、
共
済
は
国
家
に
よ
っ
て
保
護
・
支
援
さ
れ
、
他
方
で
積
極

的
な
介
入
を
受
け
る
組
織
と
な
っ 

そ
の
典
型
が
一
八
五
〇
年
六
月
一
八
日
法
と
、
一
八
五
二
年
三
月
二
八
日
デ
ク
レ
で
あ
っ
た
。
こ
の

二
法
は
共
済
組
合
に
対
し
て
国
家
の
強
い
統
制
を
課
す
も
の
だ
っ
た
。
六
月
一
八
日
法
は
、
国
民
年
金
基
金
（La

C
aisse

N
ationale

des

    
       
             

（
５
）
る
。

（
６
）
る
。

（
７
）
た
」。

─　　─

＜
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R
etraites

pour
la
V
ieillesse

 
                  
         
）
を
設
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
政
府
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
基
金
で
は
あ
っ
た
が
、
加
入
強
制
は
と

ら
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
に
こ
れ
を
利
用
し
た
の
は
有
産
階
級
や
企
業
年
金
受
給
者
な
ど
に
と
ど
ま
っ
た
り
、
現
実
的
機
能
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
と
指
摘
さ
れ 

五
二
年
の
デ
ク
レ
は
、「
承
認
」
組
合
制
度
を
導
入
し
た
。

　
一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
同
様
、
労
働
運
動
の
法
認
の
動
き
の
中
で
一
八
八
四
年
に
労
働
組
合
が
認
め
ら
れ
た
。

一
八
九
八
年
四
月
一
日
に
は
共
済
組
合
憲
章
（C

harte
de
la
M
utualité

 
             
        
）
と
呼
ば
れ
る
「
共
済
法
典
（C

ode
de
la
M
utualité

 
           
        
）」
が
成
立

し
た
。
本
法
は
共
済
組
合
の
設
立
の
自
由
と
運
営
の
自
治
を
認
め
た
。
そ
し
て
共
済
組
合
の
業
務
を
、
会
員
・
家
族
の
疾
病
、
負
傷
、
障
害
の

救
済
、
退
職
年
金
の
支
給
、
無
料
職
業
紹
介
、
失
業
手
当
な
ど
に
と
し
、
さ
ら
に
連
合
体
の
結
成
も
認
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
日
ま
で
維
持

さ
れ
る
「
フ
ラ
ン
ス
共
済
組
合
連
合
会
（Fédération

nationale
de
la
m
utualité

                            
        

française,FN
M
F

              
 
 
）」
が
結
成
さ
れ
た
。
本
法
以
降
、
共

済
組
合
は
著
し
い
発
展
を
遂
げ
て
ゆ 

　
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
険
は
、
第
一
次
大
戦
後
に
旧
ド
イ
ツ
領
ア
ル
ザ
ス
、
ロ
ー
レ
ン
地
方
に
存
在
し
た
社
会
保
険
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
前
に
一
九
一
〇
年
四
月
五
日
に
老
齢
保
険
法
（la

loisur
les
retraites

ouvrières
e

                                    t
paysanness

            
）
が
成
立
す
る
が

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
か
っ
た
か
、
そ
の
機
能
に
は
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い 

同
法
は
本
格
的
な
社
会
保
険
法
の
発
展
に
は
直
結
し
な
か
っ

た
。
一
九
二
一
年
に
一
定
所
得
以
下
の
商
工
業
労
働
者
を
対
象
に
し
た
、
疾
病
、
出
産
、
障
害
、
老
齢
、
遺
族
の
社
会
保
険
法
案
が
提
出
さ
れ

た
が
、
こ
れ
が
最
終
的
に
法
律
と
し
て
公
布
さ
れ
た
の
は
一
九
三
〇
年
四
月
三
〇
日
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）　
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
田
端
博
邦
「
社
会
保
障
の
歴
史
」
社
会
保
障
研
究
所
編
『
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
』
東
京
大
学
出
版

会
（
一
九
八
九
年
）
八
五
頁
以
下
、
久
塚
純
一
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
医
療
形
成
史
』
九
州
大
学
出
版
会
（
一
九
九
一
年
）、
廣
澤
孝
之
『
フ
ラ
ン
ス

（
８
）
る
。

（
９
）
く
。

（

）
１０る
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）

─　　─83
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「
福
祉
国
家
」
体
制
の
形
成
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
〇
五
年
）、
伊
奈
川
秀
和
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
の
権
利
構
造
』
信
山
社
（
二
〇
一
〇
年
）、
同

『
社
会
保
障
法
に
お
け
る
連
帯
概
念
─
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
比
較
分
析
』
信
山
社
（
二
〇
一
五
年
）、
柴
田
嘉
彦
「
社
会
保
障
の
歴
史
（
２
）」
日
本
福

祉
大
学
研
究
紀
要
九
三
号
（
一
九
九
五
年
）
一
頁
以
下
な
ど
参
照
。
社
会
保
険
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、Y

ves
Saint-Jours,

F
rance,

in
P
eter

A

 
                                   

.   

K
öhler

and
H
ans
F.Zacher

eds.,

 
           
                    T

he
E
volution

ofSocialInsurance
18

 
    
                               81–198

      1  ,Frances
Pinter,1982,pp.93–149.

                                   

（
２
）　R

obert
F.Foerster,T

he
French

O
ld
A

 
                    
           
    

ge
Insurance

Law
of
1910,

                
          T

he
Q
uarterly

Journal
ofE
conom

ics

 
    
                     
     
   ,vol.24,N

o.4,1910,pp.

            
                

763–770.

        
中
上
光
夫
「
揺
籃
期
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
険
立
法
─
一
九
一
〇
年
労
働
者
農
民
老
齢
年
金
法
の
制
定
」
三
田
学
会
雑
誌
七
〇
巻
五
号
（
一
九

七
七
年
）
四
〇
頁
以
下
、
参
照
。

（
３
）　
高
藤
昭
「
フ
ラ
ン
ス
の
共
済
組
合
に
つ
い
て
」
海
外
社
会
保
障
情
報
九
〇
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
七
頁
以
下
、
中
上
光
夫
「
　
世
紀
末
に
お
け
る
フ

１９

ラ
ン
ス
の
共
済
組
合
（
上
）（
下
）」
三
田
学
会
雑
誌
七
二
巻
四
号
、
五
号
（
一
九
七
九
年
）
な
ど
参
照
。M

ichel
D
reyfus,

M
utual

B
enefits

 
       
         
       
        

Societies
in
France:A

C
om
plex

E
ndea

                      
  
  
      
    vour,in

M
arcelvan

der
Linden

ed.,

          
                          SocialSecurity

M
utualism

—
T
he
C
om
par

                 
        
 
 
    
  
   ative

H
istory

of

       
          

M
utualB

enefits
Societie

 
       
                s  ,Peter

Lang,1996,p.209–

                           .  

（
４
）　
フ
ラ
ン
ス
の
救
貧
法
に
つ
い
て
、
中
村
睦
夫
『
社
会
権
の
法
理
』
有
斐
閣
（
一
九
七
〇
年
）、
蛯
原
健
介
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
公
的

救
済
論
─
─
１
７
８
０
年
代
に
お
け
る
社
会
権
「
思
想
」」
明
治
学
院
論
叢
六
七
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
夜
の
地
方
議
会
に
お

け
る
公
的
救
済
論
─
─「
思
想
」
と
し
て
の
社
会
権
」
明
治
学
院
論
叢
六
九
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
夜
の
社
会
権
「
思
想
」
と

そ
の
限
界
（
一
）　
三
部
会
陳
情
書
に
お
け
る
公
的
救
済
論
を
中
心
に
」
明
治
学
院
論
叢
七
〇
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
波
多
野
敏
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に

お
け
る
公
的
扶
助
理
論
の
形
成
（
一
）（
二
）」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
六
巻
三
・
四
号
、
五
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
参
照
。

（
５
）　
田
端
・
前
掲
論
文
八
七
頁
。

（
６
）　
久
塚
・
前
掲
書
六
八
頁
に
条
文
訳
・
解
説
が
あ
る
。
な
お
久
塚
教
授
は
同
法
を
「
無
料
医
療
扶
助
に
関
す
る
」
法
と
和
訳
す
る
。

（
７
）　
笠
木
映
里
『
社
会
保
険
と
私
保
険
　
フ
ラ
ン
ス
の
補
足
的
医
療
保
険
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
二
年
）
四
六
頁
。

（
８
）　Francis

N
etter,Les

retraites
en
Fra

         
                           nce

avantle
X

              X  

e  

Siècle,

         D
roitSocial

 
           ,N

°.6,1963,pp.358–373,p.360.

   
                                
田
端
・
前
掲
論
文
八
九
頁
、

同
旨
、
笠
木
・
前
掲
書
四
六
頁
。

─　　─

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
九
巻
　
一
号

（
　
　
　
）

─　　─84
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（
９
）　Jean-Jacques

D
upeyroux,M

ichelB
orge

              
           
       
    tto,R

obert
Lafore

et
R
olande

R
uella

      
                 
        
     n,    D

roit
de
la
Sécurité

Sociale,15e
ed

 
                                   ition

     ,D
alloz,

   
       

2005,p.26
           .  

（
　
）　Jean-Jacques

D
upeyroux,M

ichelB
orge

              
           
       
    tto,R

obert
Lafore

et
R
olande

R
uella

      
                 
        
     n,op.cit.,p.26.;Y

ves
Saint-Jours

                     
               ,M

ichelD
reyfus

   
       
       

１０et
D
om
inique

D
urand,

    
  
        
       T

raité
de
Sécurité

Sociale
Tom
e
V
H
i

 
                           
  
   
  
 stoire,D

roit,Sociologi

         
               e  ,L.G

.D
.J,1990,p.87.

     
  
                

八
　
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国

　
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
は
異
な
る
政
治
的
・
経
済
的
展
開
を
と
げ
た
。
一
般
的
に
は
産
業
革
命
後
、
工
場

生
産
が
中
心
に
な
り
、「
労
働
者
」
が
登
場
し
て
く
る
。
彼
ら
が
社
会
的
力
を
獲
得
し
、
議
会
に
そ
の
利
益
を
代
弁
す
る
勢
力
を
も
っ
た
と
き
、

社
会
立
法
は
加
速
す
る
。
と
こ
ろ
が
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
で
は
農
民
層
の
動
向
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
農
民
層
の
政
治
参
加
が
議
会
の

近
代
化
と
社
会
立
法
の
進
展
を
意
味
し
た
。
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
に
お
け
る
社
会
保
険
の
展
開
の
特
異
性
は
こ
こ
に
あ 

（
１
）　Peter

B
aldw

in,

       
    
    T

he
Politics

ofSocial
Solidarity—

C
l

 
                                 
 
 ass

B
ases

ofthe
E
uropean

W
elfare

St

     
             
         
         ate

1875–197

            5  ,C
am
bridge

U
niversity

   
  
        
          

Press,1990,p.55ff.;Peter
A
braham

                              
      

son,T
he
Scandinavian

M
odelofW

elfa

      
                 
         
    re,

    R
encontres

et
R
echerches

 
              
         ,vol.4,1999,p.31–;Steven

                               

K
ing
and
John

Stew
art,eds.,

 
                 
           W

elfare
Peripheries

T
he
D
evelopm

ent

 
                    
    
       
    ofW

elfare
State

in
N
ineteenth

and
T

    
                 
               

w
entieth

C
entury

E
urop

 
         
        
    e  ,Pe-

     

ter
Lang,2007;M

attiA
lestalo,Sven

                 
      
             

E
.O
.H
ort
and
Stein

K
uhnle,

  
   
   
               
       T

he
N
ordic

M
odel:C

onditions,O
rigin

 
    
       
       
            
     s,O

utcom
es,Lessons,H

ertie

    
     
              
      

SchoolofG
overnance

–W
orking

Paper

           
            
            s  ,N

o.41,2009.

   
            

九
　
デ
ン
マ
ー 

　
北
欧
の
「
大
国
」
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
北
欧
で
最
も
早
く
近
代
化
を
達
成
し
た
国
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
１
）
る
。

（
１
）
ク

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）

─　　─85

二
八
二
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一
八
四
九
年
に
は
「
六
月
憲
法
」
と
呼
ば
れ
る
自
由
主
義
的
憲
法
を
持
ち
、
国
王
の
地
位
を
立
憲
君
主
的
な
も
の
と
し
、
上
下
二
院
制
の
議

会
を
持
ち
、
出
版
・
集
会
の
自
由
、
三
〇
歳
以
上
の
男
子
参
政
権
を
規
定
し
た
。
ま
た
一
八
六
〇
年
代
に
は
富
裕
な
農
民
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ

て
、
宗
教
的
な
運
動
の
た
め
の
団
体
的
政
治
結
社
、
ま
た
農
民
専
用
の
貯
蓄
銀
行
、
そ
し
て
酪
農
協
働
組
合
と
い
っ
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

結
成
さ
れ
て
い
た
。

　
一
八
六
四
年
の
対
プ
ロ
イ
セ
ン
戦
争
の
停
戦
条
約
で
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
よ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
領
土
は
制
限
さ
れ
ほ
ぼ
現
在
の
領
土
が

確
定
し
た
。
領
土
拡
大
が
不
可
能
と
な
る
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
制
限
さ
れ
た
領
土
の
充
実
を
志
向
し
、
こ
れ
以
降
、
農
業
大
国
の
途
を
歩
む
こ

と
に
な
る
。
酪
農
以
外
に
も
造
船
業
、
海
運
業
な
ど
が
主
要
産
業
と
な
っ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
一
八
九
〇
年
を
境
に
デ
ン
マ
ー
ク
の
経
済
・
産
業

は
急
速
に
拡
大
発
展
を
続
け
て
ゆ
く
。
同
時
に
労
働
者
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
が
進
行
し
、
労
働
運
動
や
マ
ル
ク
ス
主
義
が
拡
大
し
、
一
方
政
党

政
治
も
確
立
す 

そ
れ
が
、
保
守
派
・
官
僚
・
大
地
主
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
を
中
心
と
す
る
右
翼
党
（H

øjre

 
    
）
で
あ
り
、
農
民
や
小
規
模
農
民
を

中
心
す
る
左
翼
党
（Venstre

 
      
）
で
あ
る
。
社
会
民
主
党
（Socialdem

okratiet

         
        
）
の
結
党
は
一
八
六
七
年
で
あ
る
。
留
意
す
べ
き
は
、
農
村
で

発
達
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
都
市
へ
伝
播
し
、
労
働
者
を
中
心
と
す
る
政
治
的
お
よ
び
社
会
的
な
力
に
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
点
で
あ

 
救
貧
法

　
一
七
〇
八
年
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
最
初
の
救
貧
法
は
、
貧
民
を
「
価
値
あ
る
」
貧
民
と
、「
価
値
の
な
い
」
貧
民
と
に
選
別
し
、「
価
値
あ
る
」

貧
民
を
支
援
す
る
。
一
八
四
九
年
六
月
の
憲
法
は
、
貧
困
救
済
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
公
民
権
の
失
効
条
項
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の

救
貧
法
は
、
施
設
収
容
が
中
心
で
、
労
役
所
や
救
貧
院
へ
の
収
容
が
要
請
さ
れ
た
。

（
２
）
る
。

（
３
）
る
。

─　　─

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
九
巻
　
一
号

（
　
　
　
）
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一
八
九
一
年
三
月
二
八
日
の
高
齢
者
扶
助
法
お
よ
び
改
正
救
貧
法
は
、「
価
値
あ
る
」
貧
困
高
齢
者
を
既
存
の
救
貧
法
の
外
で
扱
う
こ
と
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
貧
困
高
齢
者
は
過
酷
で
不
名
誉
な
貧
困
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

共
済
組
合
・
疾
病
金
庫
法

　
一
八
九
〇
年
代
初
頭
に
は
多
く
の
貧
し
い
人
々
は
す
で
に
疾
病
に
関
し
て
は
疾
病
金
庫
（Sygekasse

         
）
に
加
入
し
て
い
た
。
一
八
八
〇
年

代
中
葉
に
は
、
地
方
で
働
く
小
作
農
、
農
場
労
働
者
、
使
用
人
の
お
お
よ
そ
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
任
意
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
た
と
わ
れ 

　
一
八
九
一
年
の
疾
病
金
庫 

、
国
家
が
こ
の
よ
う
な
任
意
の
相
互
扶
助
の
疾
病
金
庫
を
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
助
と
い
う
保

守
派
の
思
考
と
国
家
に
よ
る
支
援
と
い
う
左
派
の
思
考
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ 

医
療
は
現
物
給
付
と
さ
れ
、
医
師
へ
の
支
払
い
は

地
域
の
疾
病
金
庫
連
合
会
と
地
域
の
医
師
会
が
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。

一
八
九
一
年
　
高
齢
者
扶
助

lov
om
alderdom

sunderstøttelse

 

       
         
               
）

　
右
翼
党
の
エ
ス
ト
ロ
ッ
プ
（E
strup,J.B

.S

 
           
   
）
首
相
は
、
社
会
民
主
党
の
勢
力
が
伸
長
に
動
揺
し
た
左
翼
党
内
の
穏
健
派
と
妥
協
し
、
貧
困

労
働
者
に
対
す
る
社
会
立
法
と
引
替
え
に
、
右
翼
党
が
求
め
て
い
る
要
塞
建
設
の
た
め
の
軍
事
支
出
を
承
認
さ
せ
た
。
ま
た
開
明
的
な
右
翼
党

の
一
党
員
部
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
八
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
導
入
し
た
老
齢
年
金
制
度
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
し
、
こ
う
し
た
措
置
が
社
会
主
義

者
の
先
手
を
打
つ
こ
と
に
な
る
と
も
考
え
て
い 

　
一
八
九
一
年
の
高
齢
者
扶
助
法
（
老
齢
年
金
法
）
は
、
無
拠
出
年
金
制
度
を
創
設
し
た
。
地
方
政
府
が
給
付
の
レ
ベ
ル
を
決
定
す
る
裁
量
権

を
有
し
て
い
る
。
地
方
政
府
が
財
源
を
拠
出
し
、
国
家
が
地
方
政
府
負
担
の
半
分
を
財
政
支
援
す
る
。
生
計
に
必
要
な
手
段
を
所
有
し
な
い
六

（
４
）
る
。

（
５
）
法
は

（
６
）
た
。

（
７
）
法
（ 

（
８
）
た
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）

─　　─87
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〇
歳
以
上
の
全
て
の
市
民
が
支
給
対
象
と
な
っ
た
。
た
だ
し
一
〇
年
以
上
デ
ン
マ
ー
ク
に
居
住
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
生
ま
れ
の
国
民
で
、
老
齢
年

金
受
給
前
の
一
〇
年
間
に
救
貧
法
の
支
援
を
受
け
た
も
の
は
年
金
受
給
権
は
な
い
。
支
給
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
は
、
地
方
の
国
家
代
表
機
関

（O
verøvrigheden

 
             
）
に
不
服
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
高
齢
者
が
自
立
生
活
を
お
く
れ
な
い
場
合
に
は
、
托
助
金
受
給
の
か

わ
り
に
、
養
老
院
（alderdom

shjem
        
     

）
に
入
所
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

　
同
法
は
「
無
拠
出
で
自
助
的
な
制
度
を
伴
っ
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
二
つ
の
近
代
的
な
シ
ス
テ
ム
─
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
の
強
制
的
な
制
度
と
イ

ギ
リ
ス
の
効
果
的
で
な
い
任
意
制
度
─
の
間
を
航
行
し
た
」
と
さ
れ 

　
な
お
一
八
九
八
年
に
は
労
災
法
が
成
立
し
た
。

（
１
）　
デ
ン
マ
ー
ク
の
社
会
保
障
の
展
開
に
つ
い
て
は
、Jørn

H
enrikiPetersen

and
K
laus

Pete

 
     
                     
         rsen,Shake,R

attle
and
R
oll!From

C

              
           
         
  

harity
to

          

SocialR
ights

in
the
D
anish

W
elfare

        
              
       
       State

1890–1933,in
Steven

K
ing
and

                            
        John

Stew
art,eds.,

         
           W

elfare
Peripheries

 
                  ,Peter

Lang,2007,

                    

pp.149–179

           .  

（
２
）　
武
田
龍
夫
『
物
語
　
北
欧
の
歴
史
　
モ
デ
ル
国
家
の
生
成
』
中
公
新
書
（
一
九
九
三
年
）
一
一
二
頁
。

（
３
）　
坂
口
緑
「
デ
ン
マ
ー
ク
・
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
役
割
期
待
─
─
福
祉
国
家
の
再
編
が
も
た
ら
す
影
響
」『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
研
究
』

一
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
三
～
七
五
頁
、
六
五
頁
。

（
４
）　A

sbjørn
Sonne

N
orgaad,Party

Politic

 
              
                     s

and
the
O
rganzation

ofthe
D
anish

           
                   
      W

elfare
State,1890–1920:T

he
B
ourge

 
                          
    
     ois

Roots
ofthe

     
            

M
odern

W
elfare

State,

 
       
              Scandinavian

PoliticalStudie

                             s  ,vol.23,N
o.3,2000,pp.183–215,

            
                        at

p.195

          .  

（
５
）　
疾
病
金
庫
法
に
つ
い
て
は
、
伊
東
敬
文
「
北
欧
に
お
け
る
医
療
保
険
政
策
の
発
展
　
デ
ン
マ
ー
ク
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
史
的
比
較
論
」
国
際
社
会
保
障

研
究
二
五
号
（
一
九
八
〇
年
）
九
頁
以
下
、
参
照
。

（
６
）　N

iels
F
inn
C
hristiansen

and
K
laus

P
e

 
           
                 
       tersen,

T
he
D
ynam

ics
of
Social

Solid

         
    
    
                   

arity:
T
he
D
anish

W
elfare

State,
190

        
    
       
                 0–2000,

        

Scandinavian
JournalofH

istor

                         
     y  ,vol.26,N

o.3,2001,pp.177–196,

            
                        at

p.179

          .  

（
９
）
る
。
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＜

論
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修
道
法
学
　
三
九
巻
　
一
号

（
　
　
　
）
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（
７
）　
高
齢
者
扶
助
法
に
つ
き
、Jørn

H
enrik

Petersen,T
he
D
anish

189

 
     
                 
    
         1

A
ct
on
O
ld
A
ge
R
elief:A

R
esponse

   
       
    
    
        
  
        to

A
grarian

D
em
and
and

    
         
  
        

Pressure,
          JournalofSocialPolic

                       y  ,vol.19,1990,pp.69–91

                          .  

（
８
）　
百
瀬
宏
『
北
欧
現
代
史
』
山
川
（
昭
和
五
五
年
）
一
二
〇
～
二
一
頁
。

（
９
）　N

iels
Finn

C
hristiansen

and
K
laus

Pe

 
           
                 
       tersen,op.cit.,p.179

                       .  

一
〇
　
ス
ウ
ェ
ー
デ 

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
一
五
二
三
年
に
デ
ン
マ
ー
ク
へ
の
反
乱
と
い
う
か
た
ち
で
独
立
を
達
成
し
た
。

　
一
八
七
〇
年
代
以
降
、
産
業
革
命
・
工
業
化
の
本
格
的
展
開
に
伴
い
、
労
働
条
件
の
劣
悪
化
が
進
行
し
、
長
時
間
労
働
、
低
賃
金
、
児
童
労

働
が
常
態
化
し
て
い
た
。
ま
た
恐
慌
時
に
は
、
大
量
の
国
民
が
移
民
と
し
て
国
外
に
転
出
し
て
い
っ
た
（
総
人
口
の
四
分
の
一
の
、
一
〇
〇
万

人
が
ア
メ
リ
カ
に
移
住
）。

政
党
と
労
働
運
動

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
一
八
六
六
年
に
議
会
法
が
改
正
さ
れ
、
二
院
制
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
で
近
代
的
政
党
の
結
成
の
動
き
が
生
ま
れ

る
。
労
働
者
の
政
治
団
体
と
し
て
は
、
一
八
八
九
年
に
社
民
党
（Socialdem

okratiska
A
rbetarpartiet

         
           
             
）
が
結
党
さ
れ
、
ヤ
ル
マ
ル
・
ブ
ラ

ン
テ
ィ
ン
グ
が
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
ま
た
一
八
九
八
年
に
労
働
組
合
連
合
会
（Landsorganisationen

iSverige
IL

                                
）
結
成
さ
れ
る
。

救
貧
法

　
一
八
四
七
年
の
救
貧
条
例
（fatigvardsforördning

                    
）
に
よ
り
教
区
に
困
窮
者
の
救
済
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
救
貧
税
の
徴
収
が
各
教
区
に

（
１
）
ン

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）
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義
務
づ
け
ら
れ
る
。
対
象
者
に
不
服
申
し
立
て
の
権
利
が
認
め
ら
れ
た
（
こ
れ
は
一
八
七
一
年
法
で
削
除
さ
れ
る
）。

　
一
八
六
二
年
に
は
、
救
貧
事
業
の
責
任
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
移
行
し
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
自
治
事
業
と
な
っ
た
た
め
地
域
格
差
が
生
じ
る
。
一
八
七

一
年
の
新
救
貧
条
例
が
近
代
的
救
貧
政
策
の
基
礎
を
作
っ
た
。

共
済
制
度

　
一
八
八
四
年
に
自
由
党
の
へ
デ
ィ
ン
（A

dolfH
edin

 
      
    
）
は
労
働
者
保
護
の
動
議
を
議
会
に
提
出
し
た
。
具
体
的
に
は
、
労
災
保
険
、
老
齢
保

障
の
導
入
、
疾
病
金
庫
へ
の
補
助
な
ど
の
提
案
で
あ
る
。
農
業
者
が
最
大
勢
力
を
な
す
下
院
で
は
、
保
険
の
適
用
を
労
働
者
に
限
定
す
る
こ
と

に
は
反
対
が
あ
り
、
最
終
的
に
は
「
労
働
者
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
者
」
と
修
正
す
る
こ
と
で
同
提
案
が
両
院
で
採
択
さ
れ 

ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
立
法
で
は
議
員
提
案
が
両
院
で
採
択
さ
れ
た
場
合
、
政
府
が
有
識
者
に
よ
る
調
査
委
員
会
を
設
置
す
る
の
が
慣
例
と
さ
れ
て
お
り
、
上
記

動
議
を
受
け
て
労
働
者
保
険
委
員
会
（A
rbetareförsäkringskom

m
ittén

 
                     
 
     
）
が
設
置
さ
れ
る
。
そ
の
成
果
が
、
一
八
八
九
年
の
労
働
保
護
を
強

化
す
る
法
（
労
働
安
全
保
護
法
（lag
om
skydd

m
ot
yrkesfara

      
        
            
）
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
一
八
九
一
年
に
疾
病
金
庫
助
成
法
（lag

om
statsbidrag

tillsjukkassor

      
                            
）
が
成
立
し
、
同
法
に
よ
り
、
任
意
の
自
助
活
動
へ
の
国

家
に
よ
る
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
登
録
金
庫
と
任
意
金
庫
の
二
種
と
な
っ
た
。「
さ
ら
に
、
労
災
保
険
と
老
齢
年
金
を
セ
ッ
ト
に
し

た
法
案
が
作
成
さ
れ
た
が
、
労
働
者
保
険
と
す
る
こ
と
へ
の
反
対
は
根
強
く
、
一
八
九
〇
年
代
は
法
案
の
否
決
が
続
い 

　
こ
の
時
代
、
他
の
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
同
様
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
社
会
の
中
心
は
農
村
エ
リ
ア
に
あ
っ
た
。
人
口
の
大
部
分
─
五
〇

％
以
上
─
は
、
ま
だ
農
村
地
域
に
住
ん
で
い
た
。
そ
し
て
国
民
の
大
多
数
は
農
業
、
林
業
、
漁
業
な
ど
の
第
一
次
産
業
に
従
事
し
て
い
た
。
小

さ
な
農
場
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
所
有
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
老
齢
年
金
や
他
の
社
会
保
険
は
都
市
の
労
働
者
階
層
よ
り
も
問
題
に
は
な

（
２
）
た
。

（
３
）
た
」。

─　　─

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
九
巻
　
一
号

（
　
　
　
）
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ら
な
い
。
し
か
し
農
村
の
グ
ル
ー
プ
は
、
納
税
者
で
あ
り
、
政
治
的
シ
ス
テ
ム
や
議
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
に
お
い
て
は
、
納
税
者
の
こ
の
大
規
模
の
人
口
に
給
付
を
返
す
こ
と
な
し
に
、
国
家
財
源
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
困
難
で

あ
る
。
こ
れ
ゆ
え
、
貧
困
者
や
労
働
者
階
級
あ
る
い
は
工
業
労
働
者
と
い
っ
た
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
の
み
向
け
ら
れ
る
提
案
に
つ
い
て

は
、
政
治
的
支
援
を
勝
ち
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ 

　
一
九
〇
一
年
に
任
意
の
労
災
保
険
制
度
導
入
さ
れ
、
雇
用
主
の
労
災
補
償
義
務
が
制
度
化
さ
れ
た
。
対
象
は
鉱
業
お
よ
び
危
険
を
伴
う
労
働

に
帰
因
す
る
負
傷
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
六
〇
日
間
の
待
機
期
間
の
ち
、
一
日
定
額
の
補
償
を
受
け
取
れ
る
。

　
本
格
的
な
老
齢
年
金
は
一
九
一
一
年
の
男
子
普
通
選
挙
法
が
成
立
し
た
あ
と
、
一
九
一
三
年
の
老
齢
年
金
法
（Lag

om
pensionsförsäkring

      
                   
）

で
あ
っ 

　
一
九
一
八
年
に
は
救
貧
法
が
改
正
さ
れ
た
。

（
１
）　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、
戸
原
四
郎
「
福
祉
国
家
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
生
成
と
展
開
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
『
福
祉
国
家
１
　

福
祉
国
家
の
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
八
四
年
）
二
七
九
頁
以
下
、
参
照
。
疾
病
金
庫
法
に
つ
い
て
は
、
伊
東
敬
文
「
北
欧
に
お
け
る
医
療
保

険
政
策
の
発
展
　
デ
ン
マ
ー
ク
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
史
的
比
較
論
」
国
際
社
会
保
障
研
究
二
五
号
（
一
九
八
〇
年
）
九
頁
以
下
、
参
照
。U

rban

 
     

Lundberg
and
K
las
Å
m
ark,SocialR

igh

              
     
 
             
   ts

and
SocialSecurity:T

he
Sw
edish

                         
     
      W

elfare
State,1900–2000,

 
                         Scandinavian

Journal
of

                        

H
istor

 
     y  ,vol.26,N

o.3,2001,pp.157–176

            
                       .  

（
２
）　
戸
原
・
前
掲
論
文
二
八
七
頁
。

（
３
）　
山
本
麻
由
美
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
」
田
多
英
範
編
『
世
界
は
な
ぜ
社
会
保
障
制
度
を
創
っ
た
の
か
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
二
〇
一
四
年
）
一
五
五
頁
以

下
、
一
五
九
頁
。

（
４
）　U

rban
Lundberg

and
K
las
Å
m
ark,op.ci

 
                   
     
 
          t.,at

p.157

             .  

（
４
）
た
。

（
５
）
た
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
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浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）
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（
５
）　
老
齢
年
金
制
度
導
入
ま
で
の
展
開
に
つ
い
て
は
、Lars-Fredrik

A
ndersson

and
Liselotte

 
             
                      

E
riksson,T

he
C
om
pulsory

Public
Pen

  
          
    
  
                  sion

and

         

the
D
em
and
for
Life
Insurance:T

he
C

     
  
                         
    

ase
ofSw

eden,1884–1914,

         
                 E

conom
ic
H
istory

R
eview

 
     
    
        
     ,vol.68,2015,pp.244–263.

                             

一
一
　
ノ
ル
ウ
ェ 

　
約
五
〇
〇
年
に
わ
た
り
デ
ン
マ
ー
ク
の
属
州
～
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
同
君
連
合
で
あ
っ
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
一
九
世
後
半
に
独
立
を
遂
げ
た
。

一
八
一
四
年
五
月
に
は
後
に
「
エ
イ
ズ
ボ
ル
憲
法
（E

idsvold
G
runnlovens

 
         
          
）」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
自
由
主
義
的
な
憲
法
が
制
定
さ

れ
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
三
権
分
立
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
、
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
の
「
バ
タ
ビ
ア
憲
法
（Staatsregeling

voor
het
B
ataafsche

                         
          

Volk

 
   
）」、
さ
ら
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
を
参
考
に
作
ら
れ
た
。
王
権
は
制
限
さ
れ
、
人
権
規
定
も
お
か
れ
、
議
会
は
上
下
二
院
制
が
採
用
さ
れ

た
。

　
一
八
〇
〇
年
代
後
半
頃
か
ら
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
経
済
、
社
会
上
の
変
化
と
発
展
の
時
代
を
迎
え
、
近
代
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
。
一
八
七
五
年
～
一
八
九
五
年
の
間
、
長
期
不
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
発
展
を
遂
げ
た
。
産
業
革
命
が
始
ま
り
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

最
初
の
社
会
主
義
運
動
も
起
こ
っ 

　
政
党
は
一
八
六
九
年
に
自
由
党
（Venstre

 
      
）
結
党
が
さ
れ
、
一
八
八
四
年
に
政
権
に
つ
い
た
。
こ
れ
に
対
応
し
、
同
年
に
保
守
党
（H

øire

 
    
）

が
、
一
八
八
七
年
に
は
労
働
党
（A

rbeiderpartiet

 
              
）
が
そ
れ
ぞ
れ
結
党
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
後
、
政
党
政
治
が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　
一
八
九
九
年
に
は
労
働
組
合
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
全
国
労
働
連
合
が
、
一
九
〇
〇
年
に
は
経
営
者
団
体
で
あ
る
全
国
経
営
連
盟

が
結
成
さ
れ
た
。

（
１
）
ー

（
２
）
た
。

─　　─

＜
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学
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一
号

（
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社
会
政
策
に
関
し
て
は
ビ
ス
マ
ル
ク
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
影
響
を
受
け
て
発
展
し
て
い
た
。
一
八
八
四
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
労
働
保
険
委

員
会
が
設
置
さ
れ
る
と
、
翌
八
五
年
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
も
労
働
者
委
員
会
（A
rbeiderkom

m
isjonen

 
          
 
       
）
が
任
命
さ
れ
る
。
一
八
九
二
年
の
工

場
労
働
管
理
法
の
制
定
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。

共
済
組
合

　
労
働
委
員
会
は
疾
病
が
貧
困
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
疾
病
に
帰
因
す
る
貧
困
は
過
酷
な
救
貧
法
に
委
ね
る
べ
き
て

は
な
い
と
い
う
世
論
が
た
か
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
地
方
自
治
体
や
私
企
業
に
よ
る
疾
病
基
金
（
保
険
）（sykekasser

          
）
が

普
及
し
て
ゆ
く
。
一
八
八
五
年
に
は
二
四
〇
の
基
金
が
三
八
〇
〇
〇
人
の
メ
ン
バ
ー
を
カ
バ
ー
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
労
働
人
口
の
一
〇
～
二

〇
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ 

社
会
保
険

　
一
八
九
四
年
に
労
働
者
災
害
補
償
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
労
災
保
険
法
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
強
い
影
響
を
受
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
学
ん

だ
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い 

労
災
保
険
は
機
械
を
操
作
す
る
大
工
場
の
労
働
者
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
。
雇
用
主
は
国
家
の
労
災
基
金
で

あ
る
国
家
保
険
基
金
（Riksforsikringsanstalten

 
                       
）
に
、
雇
用
者
が
保
険
料
を
拠
出
し
、
基
金
が
全
国
的
に
制
度
を
運
営
し
て
い
た
。
保
険
は

メ
リ
ッ
ト
制
を
と
っ
て
い
た
。

　
一
九
〇
五
年
の
独
立
後
、「
社
会
保
険
」
制
度
は
一
九
〇
六
年
に
任
意
の
失
業
保
険
が
導
入
さ
れ
、
一
九
〇
九
年
に
低
賃
金
者
へ
の
強
制
疾

病
保
険
、
一
九
二
三
年
に
老
齢
年
金
法
（
施
行
は
三
六
年
）、
一
九
三
六
年
に
老
齢
年
金
法
施
行
に
併
せ
て
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
（
資
産
調

（
３
）
た
。（

４
）
る
。

─　　─

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
（
山
田
）

（
　
　
　
）
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査
あ
り
）
と
い
う
発
展
を
み
せ
る
。
任
意
な
が
ら
も
失
業
保
険
が
比
較
は
や
い
時
期
に
成
立
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
他
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
に
比
べ
て
、
普
遍
主
義
的
制
度
の
展
開
を
欠
い
て
い
る
点
に
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）　
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
つ
い
て
、A

sm
und
A
rpiSeip,Poor

R
eliefand

W
e

 
  
     
                
           
 lfare

Legislation
in
N
orw
ay,in

Stev

                      
   
           en

K
ing
and
John

Stew
art,eds.,

    
                 
           

W
elfare

Peripherie

 
                 s  ,Peter

Lang,2007,pp.97–124;Ø
yvi

                                 
   nd
B
jørnson,T

he
SocialD

em
ocrats

an

    
          
           
  
         d

the
N
orw
egian

W
elfare

State:Som
e

       
   
       
                 
  

Perspectives,

              Scandinavian
JournalofH

istor
                         
     y  ,vol.26,N
o.3,2001,pp.197–223

            
                       .  

（
２
）　
武
田
龍
夫
『
物
語
　
北
欧
の
歴
史
　
モ
デ
ル
国
家
の
生
成
』
中
公
新
書
（
一
九
九
三
年
）
一
三
九
頁
。

（
３
）　A

sm
und
A
rpiSeip,op.cit.,at

p.112

 
  
     
                            .  

（
４
）　
オ
イ
ヴ
ィ
ニ
・
ビ
ョ
ー
ン
ソ
ン
（
朝
田
千
恵
・
訳
）「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
社
会
福
祉
国
家
の
歴
史
」『
世
界
の
社
会
福
祉
６
　
デ
ン
マ
ー
ク
／
ノ
ル
ウ
ェ
ー
』

旬
報
社
（
一
九
九
九
年
）
三
九-  
頁
～
四
三
一
頁
。

一
二
　
フ
ィ
ン
ラ
ン 

　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
長
ら
く
ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
の
ロ
シ
ア
皇
帝
の
治
世
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
九
世
紀

初
頭
に
は
、
ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、
独
立
国
と
類
似
の
地
位
を
保
ち
、
徴
税
権
、
軍
隊
の
保
持
、
教
育
・
通
信
事
業
を
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
が
独
自
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
一
八
五
五
年
以
降
は
ロ
シ
ア
皇
帝
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
（A

leksandr
II

 
           
在
位
一
八
五
五
年
～

一
八
八
一
年
）
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
へ
の
寛
大
な
政
策
が
三
〇
年
近
く
続
い
た
。「
こ
う
し
て
一
八
五
〇
年
以
後
の
工
業
化
の
進
展
、
拡
大
は
鉄

道
や
郵
便
、
電
信
、
電
話
、
道
路
の
発
達
を
も
た
ら
し
、
農
業
社
会
か
ら
工
業
社
会
へ
の
変
貌
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
…
…
。
そ
し
て
産

業
諸
分
野
の
中
で
も
っ
と
も
発
展
し
た
の
は
林
業
で
あ
っ
た
。
同
時
に
産
業
労
働
者
層
の
増
大
と
と
も
に
労
働
運
動
が
始
ま
り
、
一
八
五
九
年

に
は
労
働
党
（
の
ち
に
社
民
党
と
改
称
）
が
設
立
さ
れ 

（
１
）
ド

（
２
）
た
」。
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し
か
し
ロ
シ
ア
皇
帝
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
か
ら
ニ
コ
ラ
イ
二
世
（N

icholaiII

 
          
在
位
一
八
九
四
年
～
一
九
一
七
年
）
に
な
る
と
過
酷
な

弾
圧
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。
一
八
九
八
年
に
任
命
さ
れ
た
、
ニ
コ
ラ
イ
二
世
に
忠
実
な
総
督
ボ
ブ
リ
ー
コ
フ
（N

ikolaiIvanovich
B
obrikov

 
                  
       
）

が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
憲
法
、
法
令
は
ロ
シ
ア
の
利
益
の
観
点
か
ら
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
八
九
九
年
の
詔
書
を
実
施
し
、
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
自
治
は
こ
こ
に
失
わ
れ
た
。
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
で
ニ
コ
ラ
イ
二
世
が
退
位
し
、
ロ
シ
ア
革
命
が
成
就
す
る
と
、
一
九
一

七
年
一
二
月
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
独
立
を
達
成
す
る
。
一
九
一
九
年
七
月
に
新
憲
法
を
議
会
が
承
認
し
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
共
和
国
と
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
、
政
治
的
背
景
と
そ
し
て
そ
れ
が
形
成
す
る
社
会
構
造
ゆ
え
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
社
会
保
険
の
形
成

は
、
他
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
近
隣
諸
国
と
比
べ
て
も
、
農
業
人
口
が
多
く
、
一
九

五
〇
年
代
で
さ
え
、
小
作
農
は
増
加
し
て
い 

救
貧
法

　
産
業
化
以
前
の
救
貧
法
は
比
較
的
寛
容
と
も
言
え
る
救
貧
法
で
あ
っ
た
が
、
一
八
五
〇
年
代
の
貧
困
者
の
増
加
に
よ
り
救
貧
法
の
改
革
が
求

め
ら
れ
る
。
一
八
六
七
年
～
八
年
の
深
刻
な
飢
饉
は
、
旧
来
の
救
貧
法
が
機
能
し
な
い
こ
と
を
露
呈
し
た
。

　
一
八
七
九
年
の
救
貧
法
（Vaivaishoitoasetus

 
                 
）
は
、
自
由
放
任
主
義
原
理
に
基
づ
く
、
よ
り
過
酷
な
制
度
と
な
っ
た
。
貧
困
救
済
の
社
会

的
責
任
を
各
家
族
に
転
嫁
し
、
受
給
者
は
制
限
さ
れ
一
定
の
自
由
は
剥
奪
さ
れ
、
自
治
体
の
後
見
下
に
お
か
れ
た
。
ま
た
地
方
自
治
体
は
労
役

所
を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
で
入
所
者
は
厳
し
い
懲
戒
的
環
境
の
も
と
で
労
働
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
直
接
的
モ
デ
ル
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
一
八
七
一
年
の
救
貧
法
に
あ
る
が
、
一
八
六
〇
年
代
の
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
救
貧
法
の
影
響
も
あ 

ま
た
ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
救
貧
法
に
よ
る
支
給
の
開
始
に
よ
る
支
援
の
は
、
一
九
二
〇
年
代

（
３
）
た
。

（
４
）
る
。
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ま
で
延
期
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ 

共
済
組
合

　
一
九
世
紀
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
労
働
者
は
、
疾
病
基
金
、
救
済
基
金
、
そ
し
て
労
働
組
合
を
含
む
多
様
な
形
態
の
相
互
扶
助
組
織
を
作
り

始
め
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
相
互
扶
助
組
織
は
、
工
場
基
金
（factory

fund

            
）
と
一
般
基
金
と
に
大
別
で
き
る
。
工
場
基
金
の
類
型
は
、
ド
イ

ツ
か
ら
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
工
場
の
ド
イ
ツ
経
営
者
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ 

一
般
基
金
は
、
労
働
者
の
組
織
や
労
働
組
合
、
貯
蓄

組
合
（tem

perance
association

   
                   
）
な
ど
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
。

社
会
保
険

　
一
八
八
三
年
、
労
働
条
件
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
こ
の
調
査
に
基
づ
き
、
一
八
八
九
年
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
初
の
本
格
的
な
労
働
法
と
い

え
る
労
働
保
護
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
各
種
の
社
会
立
法
が
制
定
さ
れ
て
ゆ
く
。

　
一
八
九
五
年
に
制
定
さ
れ
た
労
災
法
（
使
用
者
責
任
法E

m
ployes’Liability

A
ct

 
 
                   
  
）
は
、
一
八
八
八
年
の
社
会
保
険
調
査
委
員
会
少
数
派
は

強
制
保
険
を
主
張
し
た
が
、「
半
強
制
」
で
あ
っ
た
。
同
法
は
ほ
と
ん
ど
ド
イ
ツ
モ
デ
ル
に
一
致
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
一
八
九
七
年
、
私
的
な
疾
病
保
険
基
金
を
支
援
法
す
る
労
働
基
金
法
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
っ
て
相
互
扶
助
組
織
が
規
定
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
公
的
な
財
政
的
構
造
や
他
の
形
態
の
政
府
関
与
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
救
済
基
金
は
相
互
扶
助
の
基
盤
に
基
づ
い
た
ま
ま
で
あ

り
続
け
た
が
、
多
く
の
使
用
者
は
彼
ら
の
労
働
者
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
基
金
に
拠
出
を
続
け
た
。
基
金
は
、
疾
病
基
金
と
年
金
基
金
の
二
つ

の
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
か
れ
る
。
ま
た
、
多
く
が
短
命
に
終
わ
っ
た
が
、
自
助
サ
ー
ク
ル
や
友
愛
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。
労
働
者
の
間

（
５
）
た
。

（
６
）
る
。
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で
は
疾
病
基
金
が
最
も
一
般
的
な
供
給
者
で
あ
っ
た
。

　
法
は
保
護
対
象
が
極
め
て
限
定
的
で
、
危
険
業
務
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
の
み
が
対
象
で
あ
っ
た
。

（
１
）　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、Pirjo

M
arkkola,C

hanging
Patterns

of

 
      
          
                   W

elfare:Finland
in
the
N
ineteenth

  
                        
          and

E
arly
T
w
entieth

C
en

     
      
 
         
  -  

turies,in
Steven

K
ing
and
John

Stew

                   
                 

art,eds.,

           W
elfare

Peripheries

 
                  ,Peter

Lang,2007,pp.207–230,at

                                    p.218.

       

（
２
）　
武
田
龍
夫
『
物
語
　
北
欧
の
歴
史
　
モ
デ
ル
国
家
の
生
成
』
中
公
新
書
（
一
九
九
三
年
）
一
六
一
頁
。

（
３
）　H

eikkiN
iem
elä
and
K
ariSalm

inen,

 
       
   
         
        
      SocialSecurity
in
Finland

                          ,Finnish
C
entre

for
Pension,2006,

           
                         p.9

    .  

（
４
）　Pirjo

M
arkkola,op.cit.,at

p.218

       
                           .  

（
５
）　H

eikkiN
iem
elä
and
K
ariSalm

inen,op

 
       
   
         
        
        .cit.,at

p.9

              .  

（
６
）　Pirjo

M
arkkola,op.cit.,at

p.222

       
                           .  

一
三
　
ス
　
イ
　
ス

　
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
中
立
を
認
め
ら
れ
周
辺
諸
国
の
動
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
発
展
を
遂
げ
て
き
た
ス
イ
ス
で
あ
る
が
、
生
活
支

援
に
つ
い
て
は
憲
法
条
項
へ
の
挿
入
の
提
案
は
、
国
民
投
票
で
な
が
く
否
決
さ
れ
続
け
て
き
た
。
社
会
保
険
に
つ
い
て
憲
法
の
条
項
と
な
っ
た

の
は
一
九
三
〇
年
代
で
あ
る
。

若
干
の
考
察

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
社
会
保
険
と
は
歴
史
的
産
物
と
し
て
の
性
格
が
き
わ
め
て
強
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
発
生
は
、
す
く
な
く
と
も
初
期

に
あ
っ
て
は
、
労
働
者
階
級
の
強
い
要
求
で
あ
る
と
か
、
救
貧
法
の
よ
う
な
恩
恵
的
給
付
制
度
か
ら
の
脱
皮
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

─　　─
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歴
史
的
事
実
と
し
て
の
労
働
保
険
の
成
立
は
、
労
働
者
の
相
互
扶
助
制
度
に
、
国
家
的
統
合
と
い
う
支
配
層
の
意
思
を
注
入
し
た
も
の
で
、〈
上

か
ら
〉
降
り
て
き
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
が
労
働
者
階
級
あ
る
い
は
中
産
階
級
が
伸
長
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
国
民
一
般
に
対
す
る
生
活
保
障
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
転
化
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
生
活
保
障
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
社
会
保
険
が
採
用
さ
れ
普
及
さ
れ
て
い
た
最
大
の
理
由
は
、
拠
出
─
給
付
と
い
う
関
係
が
市
民

法
的
感
覚
に
合
致
し
、
容
易
に
支
配
層
に
も
国
民
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
拠
出
の
見
返
り
に
給
付
が
な
さ
れ
る
と
い
う
擬

制
は
、
市
民
法
秩
序
と
何
等
抵
触
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
拠
出
─
給
付
の
仕
組
み
は
、
拠
出
さ
え
す
れ
ば
必
ず
何
ら
か
の
給
付
が
保
障
さ

れ
る
と
い
う
点
で
、
革
命
的
要
素
は
一
切
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
支
配
層
や
資
本
家
を
脅
か
す
要
素
も
一
切
な
い
。
労
働
者
、
国
民
に
し
て

み
て
も
、
救
貧
制
度
と
は
異
な
り
、
受
給
に
際
し
て
侮
蔑
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
拠
出
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
を
根
拠
に
「
権
利
」
と
し
て
給
付
が

獲
得
で
き
る
望
ま
し
い
制
度
で
あ
っ
た
。

　
具
体
的
に
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
の
展
開
に
即
し
て
検
討
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
労
働
保
険
の
成
立
以
前
に
、
労
働
者
の
傷
病
、
死
亡
時
の
生
活
を
支
え
て
い
た
も
の
は
、
労
働
者
の
自
主
的
な
相
互
共
済
組
織
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
組
織
は
、
労
働
者
の
可
視
的
な
連
帯
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
同
じ
職
場
で
同
じ
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
就
労
す
る
仲
間
に
、

一
事
が
生
じ
た
と
き
に
そ
の
不
幸
を
共
感
し
て
支
援
す
る
。
す
な
わ
ち
就
労
と
リ
ス
ク
が
可
視
的
に
共
通
し
労
働
者
は
共
感
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
ず
れ
の
国
に
も
労
働
者
の
自
主
的
な
相
互
共
済
組
織
は
存
在
し
た
が
、
そ
の
後
の
労
働
保
険
ま
た
は
社
会
保
険
の
導
入
・

浸
潤
の
時
期
に
は
差
異
が
存
在
す
る
。
労
働
保
険
を
「
発
明
」
し
た
ド
イ
ツ
と
そ
れ
に
続
い
て
時
期
的
に
早
く
導
入
・
浸
潤
し
た
オ
ー
ス
ト
リ

ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
諸
国
と
、
や
や
お
く
れ
る
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
に

大
別
で
き
る
。
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ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
諸
国
は
、
い
ず
れ
も
国
家
統
一
の
時
期
に
労
働
保
険
が
導
入
さ
れ
る
。
こ
れ

は
国
家
統
一
と
い
う
課
題
に
労
働
保
険
の
導
入
が
対
応
し
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
既
存
の
共
済
金
庫
組
織
に
国
家
が
介
入
し
、
国
家
の
存
在

を
強
調
し
、
労
働
者
の
統
合
を
図
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
就
労
と
リ
ス
ク
が
可
視
的
に
共
通
し
労
働
者
は
共
感
で
き
た
支
援
か
ら
、
国
家
は
就
労

と
リ
ス
ク
を
拡
大
し
、
労
働
者
一
般
の
直
面
す
る
抽
象
的
に
し
か
共
感
で
き
な
い
リ
ス
ク
へ
と
支
援
の
対
象
を
拡
大
し
た
。
そ
れ
は
労
働
者
の

統
一
で
あ
り
、
産
業
化
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
と
い
う
国
家
の
課
題
に
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
労
働
保
険
は
従
来
の
共
済
金
庫

と
は
全
く
異
質
の
も
の
と
な
っ
た
。

　
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
保
険
は
、
す
で
に
伝
統
的
に
存
在
し
て
い
た
労
働
者
の
相
互
扶
助
組
織
（
共
済
組
合
・
金
庫
）
の
中
に
国
家
の
存
在
を

注
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
統
一
と
い
う
課
題
を
意
識
・
達
成
し
、
同
時
に
労
働
運
動
に
反
体
制
思
想
・
社
会
主
義
思
想
の
浸
透
を
防

止
す
る
意
図
と
戦
略
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

　
な
お
し
ば
し
ば
「
飴
と
鞭
（Peitsche
und
Zuckerbrot

                       
）」
と
い
う
表
現
で
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
労
働
保
険
と
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
が
語
ら
れ

る
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
最
初
か
ら
労
働
運
動
や
社
会
主
義
運
動
に
敵
対
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
六
〇
年
代
に
は
、
六
三
年
五
月

に
「
全
ド
イ
ツ
労
働
者
協
会
（A
llgem

einer
D
eutscher

A
rbeiterverein

 
     
       
          
             

A
D
AV.

  
 
 
  
）」
を
設
立
し
た
ラ
サ
ー
ル
（Ferdinand

Lassalle

                  
）
と

頻
繁
に
接
触
し
て
お
り
、
自
由
主
義
勢
力
に
対
す
る
対
抗
勢
力
と
し
て
労
働
者
を
自
陣
に
と
り
こ
む
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
社
会
主
義
者
鎮
圧

法
は
、
二
度
の
皇
帝
暗
殺
未
遂
事
件
を
利
用
し
て
、
同
盟
の
可
能
性
の
な
く
な
っ
た
労
働
者
階
級
に
見
切
り
を
つ
け
た
あ
と
で
あ 

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
二
重
帝
国
は
、
同
一
の
国
王
を
頂
い
て
い
る
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
、
独
立
し
た
二
つ
の
国
家
で
あ
っ
た
が
、

一
つ
の
地
域
的
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
帝
国
と
の
地
理
的
近
接
性
、
言
語
的
近
接
性
、
経
済
活
動
の
近

接
性
な
ど
が
両
者
に
は
存
在
し
た
。
例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
域
内
で
操
業
す
る
ド
イ
ツ
国
民
で
あ
る
経
営
者
が
、
ド
イ
ツ
帝
国
と
同
じ
よ

（
１
）
る
。
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う
に
共
済
金
庫
を
運
営
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
も
に
ド
イ
ツ
帝
国
同
様
、
国
家
統
一
と
労
働
運
動
の
抑
止
と

い
う
二
つ
の
目
的
が
、
社
会
保
険
の
導
入
に
含
ま
れ
て
い
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
「
発
見
」
は
こ
の
地
域
に
染
み
こ
ん
で
い
っ
た
。

　
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
は
、
ル
ー
テ
ル
派
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
と
活
動
の
歴
史
的
伝
統
、
第
一
次
産
業
が
産
業

構
造
の
中
心
を
占
め
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
が
ビ
ス
マ
ル
ク
の
「
発
明
」
に
つ
い
て
は
意
識
的
に
輸
入
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
諸
国
に
と
っ
て
は
国
家
統
一
は
ひ
と
ま
ず
過
去
の
課
題
に
な
っ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
労
働
者
の
自
主
的
な
相
互
共
済
組
織
に
国
家
が
強
権
的
に
介
入
し
国
家
の
存
在
を
誇
示
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
。

オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
労
働
者
の
遭
遇
す
る
リ
ス
ク
に
対
し
て
は
共
済
組
合
や
私
的
保
険
が
十
分
対
応
し
て
い
る
と
し
、
資
本
家
側
も

自
主
的
な
共
済
を
支
援
し
、
国
家
介
入
を
否
定
な
い
し
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
以
上
の
よ
う
な
傾
向
に
加
え
て
、
対
プ
ロ

イ
セ
ン
戦
争
敗
北
の
痛
手
か
ら
ビ
ス
マ
ル
ク
労
働
保
険
を
「
輸
入
」
す
る
状
況
に
な
く
、
ま
た
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
敗
北
か
ら
労
働
者
層
が
政

治
に
関
与
す
る
状
況
に
も
な
か
っ 

こ
れ
ら
の
国
で
は
、
共
済
組
織
へ
の
国
家
介
入
は
、
国
家
統
一
と
い
う
課
題
と
は
異
な
る
論
理
に
よ
ら

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
イ
ス
は
自
由
主
義
・
個
人
主
義
の
浸
透
・
確
立
と
、
自
主
・
自
立
的

な
相
互
扶
助
組
織
の
存
在
が
、
国
家
介
入
を
拒
む
傾
向
に
あ
り
、
ビ
ス
マ
ル
ク
的
な
社
会
保
険
の
成
立
は
遅
れ
た
。

　
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
展
開
が
示
す
も
の
は
、
社
会
保
険
の
地
域
的
普
及
は
、
旧
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
に
関
係
し
た
諸
国
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
、
決
し
て
「
普
遍
的
」
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
社
会
保
険
の
歴
史
的
継
続
性
に
つ
い
て
も
、

一
九
世
紀
か
ら
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
の
連
続
性
を
論
じ
え
る
ほ
ど
に
は
同
質
性
を
維
持
し
て
は
こ
な
か
っ
た
。

　
前
述
の
よ
う
な
社
会
保
険
の
歴
史
的
展
開
、
浸
潤
を
無
視
あ
る
い
は
捨
象
す
る
こ
と
は
、
社
会
保
険
の
性
格
を
無
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
特
定
の
国
の
制
度
を
「
導
き
の
糸
」
と
し
て
、
特
定
の
国
の
制
度
を
モ
デ
ル
に
そ
れ
を
達
成
目
標
と
す
る
思
考
・
態
度
に
陥
る
こ
と

（
２
）
た
。
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に
な
る
。

　
社
会
保
険
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
展
開
は
、
共
済
組
合
の
よ
う
な
相
互
扶
助
組
織
の
存
在
が
前
提
で
あ
り
、
そ
し
て
近
代
的
相
互
扶
助
組
織
を

構
築
し
維
持
す
る
労
働
者
階
層
の
意
識
と
組
織
的
団
結
と
運
動
、
法
制
度
化
に
至
る
参
政
権
、
政
党
の
存
在
な
ど
が
前
提
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
前
提
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
「
社
会
保
険
」
制
度
の
展
開
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
前
提
が
あ
る
程
度
ま
で
そ
ろ
っ
た
時
点
で
「
社
会
保
険
」

制
度
が
成
立
し
た
と
い
え
る
。
逆
に
こ
の
前
提
が
な
い
と
こ
ろ
に
「
社
会
保
険
」
を
移
植
し
て
も
そ
れ
が
成
功
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
１
）　
ビ
ス
マ
ル
ク
の
生
涯
に
つ
き
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ク
（
野
村
美
紀
子
・
訳
）『
ビ
ス
マ
ル
ク
─
生
粋
の
プ
ロ
イ
セ
ン
人
・
帝
国
創
建
の

父
』
海
鳴
社
（
二
〇
一
一
年
）、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
タ
イ
ン
バ
ー
グ
（
小
原
淳
・
訳
）『
ビ
ス
マ
ル
ク
（
上
）（
下
）』
白
水
社
（
二
〇
一
三
年
）、
参
照
。

「
ラ
サ
ー
ル
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
を
通
じ
て
最
後
ま
で
敬
意
を
持
ち
続
け
た
唯
一
の
人
物
で
あ
り
続
け
た
」（
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
タ
イ

ン
バ
ー
グ
・
前
掲
書
（
下
）
三
七
七
頁
。

（
２
）　Y

ves
Saint-Jours,France,in

Peter
A
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