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臨
時
的
現
金

給
付
の
限
界

│
│
困
窮
の
拡
大
と
高
止
ま
り

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る

雇
用
収
縮
と
所
得
補
償

│
│
そ
の
歪
み
と
脆
弱

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
困
窮
拡
大
の
本

格
的
調
査
は
、
ま
だ
な
い
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
食
料
配
布
に
集
ま
る

人
数
で
み
る
と
、
2
0
2
0
年
4
月

以
来
、
2
0
2
2
年
の
秋
ま
で
数
倍

に
増
え
、
2
0
2
3
年
に
な
っ
て
も

高
止
ま
り
し
た
ま
ま
で
す
⑴
。「
福

祉
貸
付
」
利
用
総
件
数
は
、
リ
ー
マ

ン
・
シ
ョ
ッ
ク
期
3
年
間
の
21
万
件

が
、
コ
ロ
ナ
期
で
は
2
年
半
の
合
計

で
3
3
5
万
件
と
16
倍
（
貸
付
金
額

は
21
倍
）
に
な
り
ま
し
た
。
大
規
模

な
所
得
不
足
が
生
じ
、
解
消
さ
れ
な

い
で
残
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

し
ょ
う
。

政
府
は
、
事
業
維
持
の
た
め
の
給

付
や
貸
付
の
ほ
か
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
る
所
得
減
少
に
た
い
し
て
、
総
額

15
・
3
兆
円
と
い
う
か
つ
て
な
い
規

模
で
直
接
の
現
金
給
付
を
行
い
ま
し

た
⑵
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
時
的
な

給
付
で
あ
り
、
所
得
の
回
復
が
ま
ま

な
ら
な
い
人
々
に
対
す
る
持
続
的
な

支
援
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

通
常
時
に
、
生
活
保
障
シ
ス
テ
ム

が
十
分
に
機
能
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ

を
臨
時
的
に
拡
大
し
、
さ
ら
に
一
時

的
な
現
金
給
付
を
上
乗
せ
し
て
、
大

災
害
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
応
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

か
ら
み
る
よ
う
に
、
日
本
の
場
合
、

社
会
保
障
の
臨
時
的
拡
張
は
十
分
に

機
能
せ
ず
、
危
機
対
応
は
あ
た
か
も

き
き
ん

飢
饉
の
際
の
「
お
助
け
米
」
の
よ
う

な
水
準
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
食
料

配
布
数
の
高
止
ま
り
は
、
そ
の
限
界

を
示
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
困

窮
拡
大
（
＝
リ
ー
マ
ン
期
）
も
、
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
る
困
窮
拡
大
（
＝
コ
ロ

ナ
期
）
も
、
そ
の
最
大
の
要
因
は
雇

用
収
縮
に
よ
る
賃
金
の
喪
失
・
減
少

で
し
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
雇
用

収
縮
に
よ
る
所
得
減
を
補
う
諸
制
度

・
法
規
制
が
十
全
に
機
能
す
れ
ば
、

現
在
の
よ
う
な
困
窮
拡
大
は
起
き
な

い
は
ず
で
す
。
リ
ー
マ
ン
期
と
比
較

し
な
が
ら
、
ど
う
だ
っ
た
の
か
検
討

し
ま
し
ょ
う
。

雇
用
保
険
の
機
能
不
全
と
休
業
補
償

の
脆
弱

コ
ロ
ナ
期
の
雇
用
保
険
失
業
給
付

は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
ー
マ
ン
期

で
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
が
起

き
た
2
0
0
8
年
12
月
か
ら
の
1
年

間
で
、
失
業
給
付
の
初
回
受
給
者
数

は
、
そ
れ
以
前
の
1
年
間
と
比
べ
て

73
万
人
増
え
て
い
ま
す
。
他
方
、
コ

ロ
ナ
期
の
失
業
給
付
で
は
、
2
0
2

社
会
的
危
機
の
歴
史
背
景
を

考
え
直
す

│
│
最
低
生
活
の
保
障
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か

都
留
文
科
大
学
名
誉
教
授

後
藤

道
夫
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0
年
4
月
か
ら
2
0
2
1
年
3
月
ま

で
の
初
回
受
給
者
増
加
分
（
対
前
年

度
）
は
22
万
人
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

失
業
給
付
が
コ
ロ
ナ
期
に
少
な
か

っ
た
理
由
の
第
1
は
、
コ
ロ
ナ
期
の

雇
用
収
縮
の
相
当
部
分
が
、
雇
用
を

維
持
し
た
状
態
で
の
シ
フ
ト
カ
ッ
ト

や
就
業
時
間
減
、
就
業
日
数
減
と
し

て
行
わ
れ
、
そ
の
人
々
は
失
業
給
付

の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
点
に
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
時
間
減
、
休

業
な
ど
へ
の
休
業
補
償
は
ど
う
か
と

ぜ
い
じ
ゃ
く

い
え
ば
、
そ
れ
も
脆
弱
で
し
た
。
Ｎ

Ｈ
Ｋ
と
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
（
独
立
行
政
法

人
・
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
）

の
共
同
調
査
に
よ
れ
ば
、
2
0
2
0

年
4
〜
10
月
に
時
間
減
、
休
業
を
経

験
し
た
労
働
者
で
、
企
業
か
ら
の
休

業
補
償
が
労
働
基
準
法
ど
お
り
の
水

準
で
支
払
わ
れ
た
割
合
は
、
非
正
規

労
働
者
で
男
性
44
％
、
女
性
45
％
、

労
働
者
全
体
で
男
性
69
％
、
女
性
55

％
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
⑶
。

な
お
、
こ
こ
で
の
時
間
減
は
労
働

時
間
半
減
30
日
以
上
、
休
業
は
7
日

以
上
の
ケ
ー
ス
を
計
上
し
て
い
ま

す
。
雇
用
保
険
の
雇
用
調
整
助
成
金

（
休
業
補
償
補
助
）
な
ど
が
、
要
件

緩
和
さ
れ
て
約
6
・
4
兆
円
が
事
業

主
に
給
付
さ
れ
た
の
で
す
が
⑷
、
そ

れ
で
も
こ
の
状
態
で
し
た
。

休
業
補
償
を
し
な
い
理
由
と
し
て

は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
休
業
や
シ
フ

ト
減
は「
事
業
主
の
責
に
よ
る
休
業
」

で
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
シ
フ
ト
制

労
働
で
補
償
対
象
と
な
る
の
は
シ
フ

ト
が
確
定
し
て
い
た
分
だ
け
だ
、
な

ど
が
主
張
さ
れ
ま
し
た
。
厚
生
労
働

省
も
こ
う
し
た
解
釈
を
否
定
し
て
い

ま
せ
ん
。
不
安
低
雇
用
労
働
者
の
長

期
大
幅
拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ

フ
ト
制
労
働
者
な
ど
へ
の
休
業
補
償

の
法
整
備
も
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
こ
と
⑸
、
後
で
ふ
れ
ま
す
が
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
割
合
が
3

割
を
超
え
、
事
業
主
は
労
働
者
の
生

活
を
配
慮
す
べ
き
だ
、
と
い
う
社
会

規
範
が
緩
ん
で
き
た
こ
と
な
ど
が
背

景
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
解
雇
・
離
職
は
リ
ー
マ
ン

期
よ
り
は
抑
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ

れ
で
も
、
20
〜
64
歳
の
非
正
規
労
働

者
で
1
5
0
万
人
、
正
規
労
働
者
で

1
2
0
万
人
程
度
が
、
2
0
2
0
年

4
〜
10
月
に
解
雇
・
離
職
を
経
験
し

て
い
ま
す
⑹
。
解
雇
・
離
職
に
つ
い

て
の
所
得
補
償
は
ど
う
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

雇
用
保
険
制
度
は
週
20
時
間
未
満

の
労
働
者
を
対
象
と
し
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
期
の
雇
用
収

縮
が
激
し
か
っ
た
産
業
は
特
に
20
時

間
未
満
の
割
合
が
高
く
、
雇
用
保
険

未
加
入
が
多
い
の
で
す
。
宿
泊
・
飲

食
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
15
〜
64
歳
労
働

者
で
は
、
男
性
の
45
％
、
女
性
の
68

％
が
未
加
入
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
が
、
失
業
給
付
が
コ
ロ
ナ
期
に
少

な
い
第
2
の
理
由
で
す
。

さ
ら
に
、
加
入
し
て
い
て
も
、
不

安
定
雇
用
の
労
働
者
は
失
業
給
付
を

受
け
に
く
く
、
こ
れ
が
コ
ロ
ナ
期
に

失
業
給
付
が
少
な
い
第
3
の
理
由
と

な
っ
て
い
ま
す
。
失
業
給
付
を
受
け

る
た
め
に
は
、
原
則
、
被
保
険
者
期

間
が
1
年
以
上
必
要
で
す
。
そ
の
た

め
、
被
保
険
者
期
間
1
年
未
満
で
離

職
し
て
失
業
給
付
を
受
け
て
い
る
の

は
、
受
給
者
全
体
の
2
〜
3
％
に
す

ぎ
ま
せ
ん
（
必
要
な
被
保
険
者
期
間

が
半
年
か
ら
1
年
へ
の
制
度
改
正
が

施
行
さ
れ
た
2
0
0
7
年
以
前
は
10

％
程
度
）。

「
雇
用
動
向
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

2
0
2
0
年
1
年
間
で
離
職
し
た
労

働
者
中
の
勤
続
1
年
未
満
の
割
合

は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
41
％
、
フ
ル

タ
イ
ム
は
22
％
で
し
た
。
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
相
当
部
分
は
、
雇
用

保
険
に
加
入
し
て
い
て
も
、
実
際
に

は
失
業
給
付
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
期
の
離
職

は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
多
か
っ

た
た
め
、
雇
用
保
険
加
入
の
離
職
者

の
う
ち
失
業
給
付
を
実
際
に
受
け
た

割
合
は
2
年
間
で
19
％
で
し
た
。
リ

ー
マ
ン
期
2
年
間
は
31
％
で
す
。

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
前
、
雇

用
保
険
の
給
付
を
大
幅
に
縮
小
す
る

制
度
改
革
が
2
0
0
0
年
か
ら
2
0

0
5
年
に
か
け
て
相
次
い
で
行
わ
れ

ま
し
た
⑺
。
給
付
期
間
も
給
付
額
も

大
き
く
下
が
り
、
失
業
者
の
中
で
受

給
し
て
い
る
割
合
も
4
割
か
ら
2
割

強
へ
と
落
ち
ま
し
た
。
こ
の
割
合
の

低
さ
は
、
先
進
国
中
で
は
有
数
で

す
。
生
活
が
困
難
な
失
業
者
が
増
え

た
だ
け
で
は
な
く
、
困
窮
し
た
状
態

で
仕
事
を
探
す
わ
け
で
す
か
ら
、
労

働
条
件
に
つ
い
て
の
交
渉
力
は
大
き

く
下
が
り
、
賃
金
低
下
を
促
進
し
た



16

最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

た
る
こ
と
を
嫌
う

生
活
保
護
制
度

と
思
わ
れ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

で
あ
れ
ば
、
こ
の
改
正
は
「
ゼ
ネ
ス

ト
も
の
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
リ
ー
マ
ン
期
の
困
窮
拡
大

に
も
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
は
ず
で

す
。パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
数
と
割

合
は
長
期
に
増
加
し
続
け
て
い
ま

す
。
コ
ロ
ナ
直
前
の
2
0
1
9
年

で
、
そ
の
割
合
は
31
・
5
％
と
労
働

者
全
体
の
3
分
の
1
近
く
に
な
っ
て

い
ま
し
た
（「
毎
月
勤
労
統
計
」
）。

「
就
業
構
造
基
本
調
査
」に
よ
れ
ば
、

中
で
も
20
時
間
未
満
の
割
合
は
21
世

紀
に
入
っ
て
か
ら
大
き
く
伸
び
ま
し

た
⑻
。
年
間
2
0
0
日
未
満
か
つ
不

規
則
就
業
と
20
時
間
未
満
の
男
女
合

計
は
、
2
0
0
2
年
か
ら
2
0
1
7

年
で
2
8
6
万
人
か
ら
5
4
7
万
人

に
な
っ
て
い
ま
す
。
雇
用
保
険
制
度

は
二
重
三
重
に
実
情
に
合
わ
な
い
制

度
と
な
っ
た
状
態
で
、
コ
ロ
ナ
禍
に

遭
遇
し
た
の
で
す
。

生
活
保
護
受
給
「
そ
の
他
の
世
帯
」

増
加
は
ご
く
わ
ず
か

生
活
保
護
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。
コ
ロ
ナ
前
の
2
0
1
9
年

度
平
均
に
比
べ
る
と
、
受
給
世
帯
数

は
2
0
2
0
年
度
で
1
2
0
0
世

帯
、2
0
2
1
年
度
5
8
0
0
世
帯
、

2
0
2
2
年
度
（
〜
2
0
2
3
年
2

月
）
7
4
0
0
世
帯
、
増
加
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
生
活
困
窮
の
拡
大
状

況
を
念
頭
に
置
く
と
、
こ
の
増
加
数

は
い
か
に
も
小
さ
い
と
思
い
ま
す
。

図
は
リ
ー
マ
ン
期
と
コ
ロ
ナ
期
を
示

し
た
も
の
で
す
が
、
比
べ
る
と
は
っ

き
り
し
ま
す
。

薄
い
色
の
棒
は
生
活
保
護
受
給
世

帯
合
計
の
対
前
年
同
月
で
の
増
加
分

で
あ
り
、
濃
い
棒
は
そ
の
う
ち
の

「
そ
の
他
の
世
帯
」（
高
齢
者
世

帯
、
母
子
世
帯
、
傷
病
者
世
帯
、
障

害
者
世
帯
、
以 

外 

の
世
帯
を
指
し
、

失
業
、
勤
労
収
入
不
足
等
に
よ
る
困

窮
世
帯
を
含
む
）の
増
加
分
を
示
し

て
い
ま
す
。
縦
軸
の
数
値
を
見
れ
ば

一
目
瞭
然
で
す
が
、
リ
ー
マ
ン
期
の

増
加
数
は
コ
ロ
ナ
期
の
数
十
倍
の
規

模
に
な
っ
て
い
ま
す
。
受
給
世
帯
数

の
対
2
0
0
8
年
増
加
分
は
、
2
0

0
9
年
で
10
万
世
帯
、
2
0
1
0
年

25
万
世
帯
、
2
0
1
1
年
35
万
世
帯

で
し
た
。

リ
ー
マ
ン
期
も
コ
ロ
ナ
期
も
雇
用

の
大
き
な
収
縮
が
あ
り
、
リ
ー
マ
ン

期
は
そ
れ
に
対
応
し
て
「
そ
の
他
の

世
帯
」
が
大
き
く
増
え
ま
し
た
が
、

コ
ロ
ナ
期
は
ご
く
少
数
の
増
加
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
⑼
。
雇
用
収
縮
に
よ

る
困
窮
の
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
た
る
生
活
保
護
は
、
今
回
、
ご
く

わ
ず
か
し
か
機
能
し
な
か
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
⑽
。
賃
金
が
大

き
く
喪
失
・
減
少
し
、
し
か
も
、
雇

用
保
険
や
休
業
補
償
の
法
制
度
が
機

能
不
全
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
、
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な
お
、
生
活
保
護
が
必
要
な
広
が
り

を
見
せ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
で

し
ょ
う
か
。

食
料
配
布
で
は
生
活
相
談
を
行
う

場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活

保
護
は
、
相
談
員
が
提
案
す
る
重
要

な
選
択
肢
の
一
つ
で
す
が
、
担
当
者

が
そ
れ
以
外
に
生
活
を
安
定
さ
せ
る

途
が
な
い
と
判
断
す
る
場
合
で
も
、

当
事
者
が
そ
れ
を
強
く
拒
否
す
る
事

例
が
頻
発
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

リ
ー
マ
ン
期
で
生
活
保
護
受
給
が

増
え
た
後
、
自
民
党
の
片
山
さ
つ
き

議
員
ら
が
先
頭
を
切
り
、
マ
ス
コ
ミ

を
巻
き
込
ん
だ
激
し
い
生
保
バ
ッ
シ

ン
グ
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
影
響
は

た
し
か
に
絶
大
で
し
た
。
し
か
し
、

困
窮
者
が
増
え
て
も
生
活
保
護
利
用

が
増
え
な
い
の
は
、
こ
の
バ
ッ
シ
ン

グ
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
よ
り
構
造
的
な
、
日
本
の
支
配

層
に
よ
る
長
期
の
自
覚
的
な
努
力
と

制
度
運
営
の
結
果
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
が
筆
者
の
意
見
で
す
。

2
0
1
4
年
に
成
立
し
た
「
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
法
」
は
、
普
通
に

考
え
れ
ば
生
活
保
護
を
受
給
し
て
お

か
し
く
な
い
人
び
と
を
、
給
付
期
間

が
限
ら
れ
て
い
る
別
の
制
度
に
誘
導

す
る
仕
組
み
を
作
り
ま
し
た
⑾
。
こ

れ
は
、
生
活
保
護
利
用
を
抑
制
す
る

旧
来
の
運
用
と
生
活
保
護
に
対
す
る

認
識
が
リ
ー
マ
ン
期
に
変
わ
る
可
能

性
が
見
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
転

換
を
抑
え
込
み
、
受
給
者
増
大
を
繰

り
返
さ
せ
な
い
た
め
の
仕
掛
け
の
一

部
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
労
働
能
力

を
想
定
さ
れ
た
人
び
と
の
生
活
「
保

障
」
は
行
わ
な
い
と
す
る
政
策
思
想

（
次
項
）
が
再
び
立
て
直
さ
れ
、
コ

ロ
ナ
期
で
は
ほ
ぼ
貫
徹
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。

生
活
保
護
を
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
生

活
保
障
に
向
け
な
い
と
い
う
選
択

│
│
1
9
6
0
年
代
中
葉

生
活
保
護
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た

政
策
思
想
は
、
1
9
6
0
年
代
半
ば

に
選
択
さ
れ
て
い
ま
す
⑿
。

1
9
6
0
年
代
前
半
の
厚
生
省

は
、
日
雇
労
働
者
を
中
心
と
し
た
ワ

ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
を
、
生
活
保
護

に
よ
っ
て
積
極
的
に
救
済
す
る
方
針

を
打
ち
出
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の

厚
生
省
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
福
祉
国
家

を
モ
デ
ル
と
し
、
高
度
成
長
に
取
り

残
さ
れ
る
人
々
の
救
済
を
考
え
て
い

た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
1
9
6
0
年
代
半
ば
、

そ
の
方
針
は
転
換
さ
れ
、
運
動
団
体

と
の
2
年
間
に
わ
た
る
激
し
い
闘
争

の
末
に
、「
稼
働
世
帯
」
の
受
給
を

厳
し
く
抑
制
し
、
労
働
能
力
の
有
無

を
事
実
上
の
資
格
要
件
と
し
て
押
し

つ
け
る
現
在
の
や
り
方
が
定
着
し
ま

し
た
（「
第
二
次
適
正
化
」）。
生
活

保
護
受
給
世
帯
の
う
ち
の
「
そ
の
他

の
世
帯
」
の
割
合
は
、
1
9
6
5
年

34
％
、
1
9
7
0
年
22
％
、
1
9
7

5
年
13
％
、
1
0
8
0
年
11
％
と
大

き
く
下
が
り
ま
す
。
な
お
、
リ
ー
マ

ン
期
直
後
の
2
0
1
2
年
に
は
18
％

に
上
が
り
、
コ
ロ
ナ
期
2
0
2
0
年

は
15
％
で
し
た
。

1
9
6
0
年
代
中
葉
の
こ
の
転
換

は
、
国
家
の
生
活
保
障
責
任
を
小
さ

く
、市
場
依
存
を
大
き
く
想
定
す
る
、

「
開
発
主
義
」
の
社
会
統
合
理
念
が

常
識
化
し
て
い
く
転
換
の
核
と
な
り

ま
し
た
。
児
童
手
当
は
当
初
の
厚
生

省
の
想
定
よ
り
ず
っ
と
小
さ
な
、
付

け
足
し
的
な
制
度
と
し
て
出
発
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
、
企
業
内
で
の
職

業
訓
練
が
標
準
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
持
ち
家
政
策
が
住
宅
政
策
の
中

心
と
な
る
な
ど
、
70
年
代
は
じ
め
ま

で
、
こ
の
筋
に
沿
っ
た
政
策
理
念
転

換
が
労
働
、
社
会
保
障
、
住
宅
な
ど

の
分
野
で
進
み
ま
す
。

こ
う
し
た
動
向
が
広
く
人
々
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
強
力
な
高
度

経
済
成
長
の
維
持
・
促
進
政
策
に
よ

っ
て
そ
れ
ら
が
代
替
・
補
完
さ
れ
た

か
ら
で
し
た
。
つ
ま
り
、
生
活
保
障

に
関
す
る
国
家
の
直 

接 

責
任
を
小
さ

く
設
定
し
、
経
済
成
長
を
介
し
た
結

果
的
／
間 

接 

的 

な
国
民
生
活
支
援
に

大
き
な
期
待
を
か
け
る
、
そ
う
し
た

枠
組
み
へ
の
理
念
転
換
が
起
き
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
む
し

ろ
、
支
配
層
が
1
9
5
0
年
代
以

来
、
実
際
に
や
っ
て
き
た
こ
と
を

「
自
覚
」
す
る
よ
う
に
な
る
一
方

で
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
が
ほ
と
ん

ど
起
き
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ

い
で
し
ょ
う
。

高
度
経
済
成
長
の
果
実
は
日
本
型

雇
用
／
年
功
型
賃
金
を
中
心
的
な
通

路
と
し
て
、
多
く
の
人
び
と
の
生
活

向
上
を
支
え
、「
小
さ
な
国
家
責
任
」

と
「
企
業
成
長
と
労
働
者
の
昇
進
に

よ
る
生
活
の
維
持
・
向
上
」
は
社
会
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他
の
所
得
保
障
制
度
は

最
低
生
活
を

「
支
援
」
す
る
の
み

常
識
と
な
り
ま
し
た
。
企
業
主
義
統

合
の
席
巻
で
す
。
1
9
7
0
年
代
前

半
に
は
年
金
と
医
療
保
険
の
給
付
水

準
が
向
上
し
、
都
市
部
の
生
活
イ
ン

フ
ラ
も
大
き
く
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、賃
金
と
公
的
生
活
保
障
と

の
分
担
に
か
か
わ
る
、
生
活
保
障
理

念
、
政
策
枠
組
の
基
本
が
変
わ
っ
た

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

1
9
7
3
年
以
降
、
高
度
成
長
は

止
ま
り
、
労
働
運
動
の
戦
闘
力
の
喪

失
と
と
も
に
賃
金
は
停
滞
し
ま
す

が
、
逆
に
、
人
び
と
の
企
業
依
存
意

識
は
著
し
く
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
は
、
国
家
責
任
を
大
き
く
す

る
と
い
う
選
択
肢
が
、
多
く
の
人
び

と
に
リ
ア
ル
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

途
中
の
時
期
は
省
略
し
ま
す
が
、

1
9
9
7
年
以
降
、
日
本
型
雇
用
の

解
体
・
縮
小
が
は
じ
ま
り
、
不
安
定

雇
用
と
低
賃
金
が
急
速
に
拡
大
し
、

企
業
依
存
、
市
場
依
存
に
よ
っ
て
そ

れ
な
り
の
生
活
が
可
能
な
人
び
と
は

急
速
に
減
少
し
ま
す
。
一
方
、
雇
用

保
険
を
含
む
社
会
保
障
は
削
減
さ
れ

続
け
、
医
療
窓
口
負
担
は
原
則
3
割

と
な
り
、
社
会
保
険
料
率
も
上
昇
し

ま
し
た
。
長
期
の
賃
金
減
少
と
年
金

給
付
率
引
き
下
げ
は
、
男
性
の
厚
生

年
金
水
準
を
下
げ
ま
し
た
。「
小
さ

な
生
活
保
護
」
路
線
は
、
リ
ー
マ
ン

期
に
突
破
さ
れ
か
か
っ
た
の
で
す

が
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
近
年
再

び
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
低

す
う
せ
い

所
得
高
齢
者
の
増
加
趨
勢
に
よ
る
生

活
保
護
受
給
拡
大
を
止
め
る
こ
と
は

容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

結
果
と
し
て
、
賃
金
と
社
会
保
険

給
付
な
ど
で
は
生
活
保
護
水
準
の
生

活
は
困
難
だ
が
、
生
活
保
護
を
受
給

し
て
い
な
い
、
筆
者
が
「
谷
間
貧
困

人
口
」
と
呼
ぶ
人
び
と
が
急
速
に
増

大
し
ま
し
た
。
筆
者
の
試
算
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
2
0
1
8
年
で
2
5
5

0
万
人
（
人
口
の
20
％
）
と
い
う
規

模
に
な
っ
て
い
ま
す
⒀
。

生
活
保
護
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
所

得
保
障
制
度
│
│
雇
用
保
険
の
失
業

給
付
・
育
児
休
業
給
付
・
介
護
休
業

給
付
、
年
金
保
険
の
老
齢
年
金
・
障

害
年
金
・
遺
族
年
金
、
医
療
保
険
の

傷
病
手
当
・
出
産
手
当
、
児
童
手

当
、
児
童
扶
養
手
当
な
ど
│
│
は
、

最
低
生
活
を
「
保
障
」
す
る
よ
う
に

設
計
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
言
っ
て

み
れ
ば
「
支
援
」
の
水
準
で
す
。「
保

障
」す
る
設
計
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

そ
の
利
用
を
強
く
抑
制
さ
れ
て
い
る

生
活
保
護
制
度
だ
け
で
す
。

た
と
え
ば
、
老
齢
年
金
は
は
じ
め

か
ら
老
齢
期
の
生
活
を
「
保
障
」
す

る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

高
齢
者
は
年
金
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
貯

蓄
の
と
り
く
ず
し
、
親
族
か
ら
の
援

助
の
4
つ
で
暮
ら
す
も
の
、
と
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
実
際

に
は
年
金
の
み
が
収
入
の
高
齢
者
は

75
歳
以
上
で
71
％
で
あ
り
（「
年
金

制
度
基
礎
調
査
」2
0
1
7
年
）、
し

か
も
、
男
女
年
金
受
給
権
者
の
52
％

は
月
額
8
万
円
未
満
で
す
（「
厚
生

年
金
保
険
・
国
民
年
金
事
業
年
報
」

2
0
2
1
年
）。
そ
の
た
め
、消
費
水

準
が
生
活
保
護
受
給
の
高
齢
者
よ
り

も
低
い
高
齢
者
は
少
な
く
な
く
、
2

0
1
4
年
の
全
国
消
費
実
態
調
査
を

も
と
に
し
た
推
計
で
は
、
そ
の
割
合

は
約
20
％
に
の
ぼ
り
ま
す
。
高
齢
者

の
「
谷
間
貧
困
人
口
」
も
、
2
割
と

い
う
規
模
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

勤
労
時
の
所
得
の
3
分
の
2
を
1

年
半
ま
で
給
付
す
る
傷
病
手
当
も
同

様
で
す
。
傷
病
手
当
が
最
低
生
活
を

「
保
障
」
す
る
た
め
に
は
、
傷
病
手

当
か
ら
地
方
税
と
社
会
保
険
料
を
除

い
た
可
処
分
所
得
が
、
単
身
の
生
活

保
護
水
準
に
達
し
、
さ
ら
に
医
療
費

が
賄
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
医
療

費
を
度
外
視
し
て
計
算
す
る
と
、
東

京
23
区
で
は
、
25
歳
単
身
者
の
生
活

保
護
に
よ
る
最
低
生
活
費
は
1
5
9

万
円
で
す
が
、
傷
病
手
当
か
ら
社
会

保
険
料
と
地
方
税
を
引
い
た
可
処
分

所
得
が
こ
れ
を
超
え
る
た
め
に
は
、

通
常
時
の
賃
金
年
収
は
3
0
1
万
円

以
上
が
必
要
と
な
り
ま
す
（
2
0
2

3
年
で
筆
者
試
算
）。

地
域
に
よ
っ
て
、
計
算
条
件
は
違

い
ま
す
が
、
現
在
の
最
低
賃
金
と
傷

病
手
当
制
度
で
は
、
非
常
に
多
く
の

労
働
者
が
傷
病
時
に
最
低
生
活
を
保

障
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
白
で
す
。

こ
こ
に
列
挙
し
た
社
会
保
険
給

付
、
社
会
手
当
等
は
す
べ
て
、
こ
の

点
は
同
じ
で
す
。
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他
の
諸
制
度
が

確
保
す
べ
き
保
障
水
準
は
？

結
局
、
最
低
生
活
を
保
障
し
な
い

制
度
群
と
受
給
を
強
く
抑
制
さ
れ
た

生
活
保
護
の
組
み
合
わ
せ
が
、
日
本

の
社
会
保
障
制
度
の
根
幹
を
な
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

雇
用
と
賃
金
の
水
準
次
第
で
、

「
谷
間
貧
困
人
口
」
は
上
下
し
ま
す

が
、
そ
の
膨
大
な
存
在
そ
の
も
の

が
、
日
本
の
社
会
保
障
の
制
度
水
準

こ
う
か
ん

を
引
き
下
げ
る
槓
杆
と
し
て
機
能
し

て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
第
1
に
、
非
受
給
の
低

所
得
者
の
生
活
水
準
と
受
給
者
の
生

活
水
準
の
バ
ラ
ン
ス
論
を
利
用
す
る

こ
と
で
、
生
活
保
護
の
水
準
を
引
き

下
げ
る
理
由
を
提
供
し
ま
す
。
2
0

1
3
年
か
ら
の
生
活
保
護
基
準
引
き

下
げ
の
政
治
論
理
は
こ
れ
で
し
た
。

受
給
し
て
当
然
の
膨
大
な
人
々
が
受

給
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る（
＝「
漏

救
」）
こ
と
そ
の
も
の
が
、生
活
保
護

が
保
障
す
る
生
活
水
準
を
「
ぜ
い
た

く
」
と
し
て
批
判
す
る
環
境
を
作
り

だ
し
、
基
準
を
引
き
下
げ
る
圧
力
と

な
る
わ
け
で
す
。
生
活
保
護
基
準
の

引
き
下
げ
は
、
受
給
の
対
象
と
な
り

う
る
人
々
を
さ
ら
に
減
少
さ
せ
ま
す

か
ら
、
下
方
に
む
か
う
悪
循
環
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

別
の
角
度
か
ら
見
る
と
、
こ
う
し

た
状
況
は
、
多
く
の
困
窮
者
が
自
分

を
「
真
の
困
窮
者
」
で
は
な
い
、
と

み
な
す
背
景
で
す
。
生
活
保
護
を
利

用
す
る
「
真
の
困
窮
者
」
は
「
ガ
マ

ン
と
努
力
」
に
耐
え
ら
れ
な
い
人
び

と
で
あ
り
、
自
分
は
い
く
ら
貧
し
く

て
も
、
そ
う
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
意
識
が
絶
え
ず
か
き
立
て
ら

れ
て
き
た
の
で
す
。

第
2
に
、「
真
の
困
窮
者
」
は
生

活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
は
ず
、
と

い
う
理
屈
が
強
い
力
を
発
揮
し
ま

す
。
谷
間
貧
困
人
口
は
生
活
保
護
を

受
給
し
て
い
な
い
か
ら
「
真
の
困
窮

者
」
で
は
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と

が
、
生
活
保
護
以
外
の
諸
制
度
が
最

低
生
活
「
保
障
」
を
行
わ
な
い
公
的

な
理
由
と
さ
れ
る
の
で
す
。
生
活
保

護
制
度
を
「
ダ
シ
」
と
し
た
社
会
保

障
抑
制
の
論
理
と
い
っ
て
よ
い
で
し

ょ
う
。

「
国
保
旭
川
訴
訟
最
高
裁
判
決
」

は
「
真
の
困
窮
者
」
論
の
典
型
で

す
。
国
保
保
険
料
の
困
窮
者
か
ら
の

徴
収
を
合
法
と
判
決
し
た
理
由
は
、

恒
常
的
に
生
活
が
困
窮
状
態
に
あ
る

者
は
生
活
保
護
を
受
給
す
る
は
ず
で

あ
り
、
国
民
健
康
保
険
は
そ
う
し
た

困
窮
者
を
想
定
し
て
い
な
い
か
ら
、

国
保
保
険
料
の
減
免
を
し
な
く
て
よ

い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

こ
れ
は
、〈
生
活
保
護
以
外
の
他

の
社
会
保
障
制
度
が
最
低
生
活
「
保

障
」
の
機
能
を
も
た
な
い
の
は
当

然
〉
と
い
う
政
策
思
想
の
表
明
と
考

え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
高
度
成
長
後

期
に
形
を
な
し
、
新
自
由
主
義
改
革

の
時
代
に
、
社
会
保
障
の
制
度
水
準

を
引
き
下
げ
る
共
通
前
提
と
な
っ
た

思
想
で
す
。

議
論
の
基
準
は
財
政
だ
け
か

最
低
生
活
を
「
保
障
」
す
る
機
能

は
生
活
保
護
だ
け
が
持
つ
、
と
さ
れ

た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
保
障
制

度
の
あ
る
べ
き
保
障
水
準
は
ど
の
よ

う
な
基
準
で
議
論
さ
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の

仕
方
を
大
雑
把
に
思
い
出
し
て
み
ま

し
た
。
雇
用
保
険
の
大
幅
な
給
付
水

準
引
き
下
げ
の
際
、
守
る
べ
き
基
準

に
つ
い
て
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
表
面

に
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
保
険
財
政

の
危
機
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
も

の
だ
け
で
し
た
。
国
家
責
任
は
小
さ

い
方
が
よ
い
、
と
い
う
当
時
の
新
自

由
主
義
思
想
が
強
力
に
後
押
し
を
し

た
の
で
し
ょ
う
。
離
転
職
期
間
は
短

い
ほ
ど
良
い
、「
失
業
な
き
労
働
移

動
」
を
め
ざ
す
、
と
い
う
き
わ
め
て

乱
暴
な
議
論
も
、
政
府
の
公
式
見
解

に
な
っ
た
ま
ま
で
す
。
し
か
し
、

「
失
業
し
て
も
暮
ら
せ
る
権
利
」
を

確
保
す
る
こ
と
は
、
労
働
者
側
の
交

渉
力
水
準
を
保
つ
重
要
な
条
件
の
は

ず
で
す
。

医
療
保
険
の
給
付
削
減
で
あ
る
窓

口
負
担
割
合
引
き
上
げ
で
も
、
医
療

保
険
と
し
て
守
る
べ
き
基
準
の
議
論

で
は
な
く
、
医
療
費
増
大
に
抑
制
を

か
け
、
企
業
の
保
険
料
負
担
を
抑
制

す
る
と
い
う
論
理
の
み
が
幅
を
き
か

せ
ま
し
た
。
低
所
得
者
の
受
給
抑
制

を
生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
基
準
が
あ

っ
て
当
然
で
は
な
い
の
か
、
と
考
え

る
の
で
す
が
。

年
金
給
付
率
の
引
き
下
げ
で
も
、

年
金
だ
け
で
高
齢
者
の
生
活
を
保
障

す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
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議
論
が
自
明
の
前
提
と
な
り
、
年
金

だ
け
で
暮
ら
す
高
齢
者
が
ど
れ
ほ
ど

い
る
か
、
生
活
保
護
制
度
は
そ
の
際

ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
べ
き
か
、
ほ

と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
年
金
財
政
の

話
ば
か
り
で
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て

は
、「
賦
課
方
式
」が
徹
底
さ
れ
な
い

の
は
な
ぜ
か
、
膨
大
な
年
金
基
金
を

ど
の
よ
う
な
基
準
で
維
持
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
必
要
な
最
低
額
を
原
理
的
に

ど
の
よ
う
に
決
め
る
べ
き
か
、
と
い

う
議
論
は
民
主
党
政
権
の
前
向
き
の

提
案
の
際
も
ほ
と
ん
ど
不
在
で
す
。

つ
い
で
で
す
が
、
年
金
の
最
低
保

障
額
は
、
医
療
、
介
護
、
居
住
に
つ

い
て
は
別
枠
で
「
必
要
充
足
」
を
保

障
し
た
う
え
で
、
生
活
保
護
の
生
活

扶
助
（
＋
老
齢
加
算
）
で
よ
い
で
し

ょ
う
。

い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
で

最
低
生
活
保
障
に
資
す
る
と
い
う
視

点
が
な
い
た
め
に
、
そ
の
時
期
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
状
況
や
財
政
議
論
で
一

方
的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
感
が
拭
え

ま
せ
ん
。
批
判
的
世
論
も
医
療
界
を

除
き
、
ま
と
ま
り
を
欠
い
て
い
た
と

記
憶
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
世
論
調
査
で
は
期
待
項
目

の
ト
ッ
プ
に
く
る
の
は
た
い
て
い
社

会
保
障
の
充
実
で
す
。
し
か
し
、
要

求
や
期
待
の
具
体
性
が
い
つ
も
不
足

し
て
お
り
、
政
治
へ
の
反
映
も
力
弱

い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
諸
制
度

の
保
障
水
準
を
人
々
が
議
論
す
る
際

の
共
通
基
準
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て

喪
失
状
態
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
、
筆
者
は
そ
う
考
え
ま
す
。

貧
困
の
二
つ
の
基
準

│
│
「
通
常
時
は
普
通
に
暮
ら
せ
る
賃

金
」
の
重
要
な
意
味

そ
も
そ
も
、
社
会
保
障
諸
制
度
は

ど
の
よ
う
な
状
態
、
ケ
ー
ス
を
カ
バ

ー
す
る
は
ず
の
も
の
な
の
か
、
に
遡

っ
て
考
え
ま
し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
、

勤
労
の
喪
失
、
中
断
、
非
勤
労
世
帯

員
の
多
さ
、
医
療
な
ど
特
別
な
サ
ー

ビ
ス
の
必
要
な
ど
の
、
い
わ
ば
「
特

別
需
要
」に
対
応
し
て
作
ら
れ
て
き

た
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う

こ
と
は
、
逆
に
、
特
別
需
要
が
生
じ

て
い
な
い
通
常
の
時
期
に
は
、
賃
金

で
普
通
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
て
い

る
、
と
い
う
想
定
で
社
会
保
障
諸
制

度
は
作
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
す
。
特

別
需
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
│
│
社

会
保
険
の
場
合
は
「
保
険
事
故
」
│

│
そ
う
し
た
水
準
の
通
常
時
賃
金
の

何
十
％
か
を
給
付
す
る
こ
と
で
、
最

低
生
活
を
保
障
す
る
、
少
な
く
と
も

そ
れ
が
、
諸
制
度
に
期
待
さ
れ
る
給

付
水
準
だ
、
と
い
う
流
れ
で
す
。

実
は
、
1
9
9
0
年
代
中
葉
ま
で

の
日
本
で
も
、
日
本
型
雇
用
を
前
提

と
し
た
「
男
性
世
帯
主
が
主
に
家
計

を
維
持
で
き
る
世
帯
」
を
単
位
と
す

る
や
り
方
で
、〈
普
通
に
生
活
で
き

る
通
常
時
の
賃
金
〉
と
〈
社
会
保
障

諸
制
度
に
よ
る
保
険
事
故
時
の
「
生

活
支
援
」〉
と
い
う
、
外
見
上
は
こ

れ
に
似
た
モ
デ
ル
が
力
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。

し
か
し
、
国
家
に
よ
る
最
低
生
活

「
保
障
」
は
原
則
や
ら
な
い
、
と
い

う
大
枠
の
方
針
の
下
で
す
か
ら
、
貧

困
を
減
ら
す
基
本
的
方
法
は
、
経
済

成
長
と
「
中
間
層
の
育
成
・
増
大
」

に
お
か
れ
、「
底
上
げ
」
型
の
方
向

に
は
向
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。「
特

別
需
要
」
の
充
た
し
方
も
、
期
待
の

重
点
は
高
賃
金
と
貯
蓄
に
な
り
、
居

住
確
保
も
持
ち
家
努
力
へ
の
支
援
が

中
心
で
し
た
。
と
く
に
1
9
7
0
年

代
ま
で
は
、
社
会
保
障
諸
制
度
へ
の

期
待
は
、
生
活
環
境
や
保
育
所
不

足
、
学
校
過
密
な
ど
を
中
心
と
す
る

都
市
問
題
、
お
よ
び
、
核
家
族
化
の

流
れ
を
受
け
た
高
齢
者
の
医
療
と
所

得
の
確
保
に
集
ま
っ
て
い
た
と
思
い

ま
す
。

こ
う
し
た
大
枠
で
は
、
個
人
が
単

位
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
女
性

の
働
き
手
、
単
身
を
含
め
た
女
性
の

世
帯
主
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
例
外
」

扱
い
で
あ
り
、
通
常
時
賃
金
で
も
、

保
険
事
故
時
で
も
、
最
低
生
活
を
確

保
で
き
な
い
場
合
が
ご
く
ふ
つ
う
に

生
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。
単
身
で
も

通
常
賃
金
で
普
通
に
暮
ら
せ
な
い
場

合
、
社
会
保
険
給
付
に
期
待
で
き
る

も
の
は
わ
ず
か
で
す
。

こ
れ
で
は
、
賃
金
で
こ
こ
ま
で
カ

バ
ー
す
る
、
そ
こ
か
ら
先
は
社
会
保

障
諸
制
度
が
め
ん
ど
う
を
み
る
、
と

い
う
境
界
線
の
議
論
は
困
難
で
す
。

男
性
世
帯
主
へ
の
依
存
、
貯
蓄
へ
の

依
存
が
当
然
と
さ
れ
れ
ば
、
社
会
保

障
諸
制
度
が
受
け
持
つ
べ
き
分
担
ラ

イ
ン
は
不
明
確
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
で
す
。
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現
代
で
は
、〈
男
性
世
帯
主
が
中

心
的
稼
ぎ
手
で
あ
る
夫
婦
と
子
〉
に

カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
人
の
数
も
、
割

合
も
大
き
く
減
り
ま
し
た
。
た
と
え

ば
、
夫
婦
で
子
育
て
を
し
て
い
る
女

性
の
対
人
口
割
合
は
、
30
歳
代
で
49

％
、
40
歳
代
で
55
％
に
す
ぎ
ま
せ
ん

（「
国
勢
調
査
」
2
0
2
0
年
）
。
男

性
正
規
労
働
者
の
賃
金
の
長
期
大
幅

下
落
の
影
響
も
大
き
く
、
い
ま
や
、

個
人
を
単
位
と
し
て
、
賃
金
と
社
会

保
障
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
直
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
際
、
保
険
事
故
の
際
で
も
最

低
生
活
は
可
能
と
い
う
水
準
の
賃
金

が
土
台
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
実
際
に
は
、
こ
の
金

額
は
、
全
国
34
カ
所
で
行
わ
れ
た

「
ふ
つ
う
の
ミ
ニ
マ
ム
」水
準
の
生
計

費
調
査
の
結
果
に
非
常
に
近
く
、
保

険
事
故
が
起
き
て
い
な
い
場
合
は
、

ふ
つ
う
の
付
き
合
い
、
ふ
つ
う
の
休

養
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
学
び
直

し
な
ど
を
可
能
と
し
ま
す
⒁
。

最
低
賃
金
の
水
準
は
、
生
活
保
護

水
準
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
お
か
し
な
比
較
で
す
。
生

活
保
護
水
準
で
は
、
安
定
し
て
、
健

康
で
長
期
に
働
き
続
け
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
か
ら
で
す
⒂
。結
局
、労

働
者
個
人
が
ふ
つ
う
に
暮
ら
せ
る
賃

金
を
確
保
し
て
、
通
常
時
は
そ
れ
で

暮
ら
し
、
特
別
需
要
が
生
じ
た
と
き

に
は
、
社
会
保
障
諸
制
度
で
、
最
低

生
活
を
保
障
す
る
、
そ
う
し
た
枠
組

み
が
、
諸
制
度
の
あ
る
べ
き
水
準
を

考
え
る
際
の
共
通
基
準
で
は
な
い
の

か
、
そ
う
思
い
ま
す
。
諸
制
度
を
そ

れ
に
沿
っ
て
作
り
直
す
こ
と
に
対
応

し
て
、
生
活
保
護
制
度
の
あ
り
方
も

抜
本
的
に
変
わ
る
必
要
が
あ
る
で
し

ょ
う
。

注
釈

⑴

東
京
の
新
宿
区
役
所
下
で
毎
週
行
わ
れ
て

い
る
食
料
配
布
（
「
新
宿
ご
は
ん
ぷ
ら
す
」

と
「
も
や
い
」
共
催
）
の
参
加
者
数
か
ら
。

2020.6.1
:180

、2021.8.21
:352,2022.10.1

:
580

、2023.1.28
:685

、2023.5.27
:749

。
な

お
2
0
2
3
年
1
月
〜
5
月
の
平
均
は
6
3

0
（
大
西
連
氏
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
報
告
に
よ

る
）。

⑵

特
別
定
額
給
付
金
12
・
7
兆
円
、
子
育
て

世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
1
・
9
兆
円
、

低
所
得
子
育
て
世
帯
向
け
の
臨
時
特
別
給
付

0
・
4
超
円
、
企
業
か
ら
の
休
業
補
償
を
得

ら
れ
な
い
労
働
者
向
け
の
「
休
業
支
援
金
・

給
付
金
」
が
0
・
34
兆
円
。
計
約
15
・
3
兆

円
。

⑶
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
雇
用
・
暮
ら
し

に
関
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
共
同
調
査

結
果
概
要
」（
2
0
2
0
年
12
月
）。

⑷
「
雇
用
調
整
助
成
金
」「
緊
急
安
定
雇
用

調
整
助
成
金
」
6
・
3
兆
円
、「
小
学
校
休

業
等
対
応
助
成
金
・
支
援
金
」0
・
1
兆
円
、

計
6
・
4
兆
円
。

⑸

首
都
圏
青
年
ユ
ニ
オ
ン
・
首
都
圏
青
年

ユ
ニ
オ
ン
顧
問
弁
護
団
『
シ
フ
ト
制
労
働

黒
書
』
参
照
。

⑹
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
雇
用
・
暮
ら

し
に
関
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
共
同

調
査
結
果
概
要
」
お
よ
び
、「
就
業
構
造

基
本
調
査
」
2
0
1
7
年
か
ら
推
計
。

⑺

雇
用
保
険
給
付
縮
小
の
一
連
の
改
革
に

つ
い
て
は
、
後
藤
道
夫
「
コ
ロ
ナ
禍
が
露

わ
に
し
た
〈
規
制
撤
廃
と
「
家
計
補
助
」
処

遇
〉
併
存
の
蓄
積
―
―
雇
用
保
険
を
中
心

に
」（『
労
働
法
律
旬
報
』
2
0
2
1
年
1

月
合
併
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑻

短
時
間
労
働
の
大
幅
拡
大
の
実
態
、
背

景
、
そ
の
影
響
、
お
よ
び
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差

別
と
の
密
接
な
関
連
等
に
つ
い
て
は
後
藤

道
夫
「「
家
計
補
助
労
働
論
」
を
乗
り
越
え

る
」（『
経
済
』
2
0
2
3
年
4
月
号
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

⑼

2
0
2
0
年
度
、
2
0
2
1
年
度
各
月

の
「
そ
の
他
世
帯
」
数
の
対
2
0
1
9
年
度

同
月
増
加
数
を
合
計
す
る
と
7
・
5
万

（
世
帯
数
×
月
数
）
で
あ
り
、
認
定
さ
れ

た
収
入
額
等
を
除
い
て
実
際
に
支
給
さ
れ

た
扶
助
額
の
増
加
分
累
計
は
76
億
円
で
あ

る（
「
そ
の
他
の
世
帯
」
の
2
0
2
0
年
度

扶
助
額
全
国
平
均
10
・
1
万
円
）。
こ
れ
に

対
し
、
リ
ー
マ
ン
期
2
年
間
の
増
加
分
累

計
は
、
1
6
5
・
6
万
（
世
帯
数
×
月

数
）、
1
7
6
8
億
円
で
あ
る
（
同
上
2

0
1
2
年
度
10
・
7
万
円
）。
コ
ロ
ナ
期
は

壊
滅
的
減
少
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑽

な
お
、
コ
ロ
ナ
期
を
ふ
く
む
近
年
は
母

子
世
帯
と
障
害
者
世
帯
の
受
給
が
減
り
続

け
て
い
る
た
め
、
世
帯
計
の
増
加
分
は
、
そ

の
他
の
世
帯
の
増
加
分
よ
り
小
さ
い
。

⑾

こ
の
制
度
の
う
ち
、
コ
ロ
ナ
期
で
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
「
住
居
確
保
給
付
金
」

は
2
0
2
2
年
12
月
ま
で
で
約
25
万
件

（
再
支
給
を
含
む
）、
5
5
8
億
円
を
支
給

し
た
。
東
京
23
区
の
単
身
世
帯
で
は
支
給

要
件
が
月
収
13
・
8
万
円
だ
が
、
こ
れ
は
生

活
保
護
水
準
に
近
い
。
資
産
要
件
は
ほ
ぼ

50
万
円
と
生
活
保
護
よ
り
は
緩
和
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
」

制
度
が
あ
り
、
福
祉
貸
付
が
限
度
額
に
達

し
た
「
生
活
保
護
に
準
じ
る
水
準
の
困
窮

世
帯
」が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
様

の
要
件
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
2
0
2
2

年
3
月
ま
で
に
再
支
給
を
ふ
く
め
、
20
・
6

万
件
、3
3
3
・
6
億
円
が
支
給
さ
れ
た
。

⑿

こ
の
項
と
次
項
は
『
民
医
連
医
療
』
2
0

2
3
年
2
月
号
の
後
藤
論
文
を
用
い
て
い

る
。
よ
り
詳
し
く
は
後
藤
道
夫「
労
働
市
場

と
最
低
生
活
保
障
」竹
内
・
中
西
・
後
藤
・

小
池
・
吉
崎
共
著『
平
等
主
義
が
福
祉
を
す

く
う
│
│
脱
《
自
己
責
任
＝
格
差
社
会
》
の

理
論
』（
青
木
書
店
、
2
0
0
5
年
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

⒀

推
計
方
法
に
つ
い
て
は
、『
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ

Ｅ
』36
号
の
後
藤
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⒁

中
澤
秀
一
「「
ふ
つ
う
の
暮
ら
し
」
が

わ
か
る
│
│
生
計
費
調
査
と
最
低
賃
金
」

後
藤
他
編
著
『
最
低
賃
金
1
5
0
0
円
が

つ
く
る
仕
事
と
暮
ら
し
』
大
月
書
店
、
お

よ
び
、「
最
低
生
計
費
試
算
調
査
総
括
表
」

（
全
労
連
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

⒂

後
藤
道
夫
「
極
貧
が
つ
く
ら
れ
る
社
会

と
雇
用
│
│
「
貧
」
か
ら
「
困
」
へ
」『
世

界
』
2
0
2
0
年
12
月
号
、
岩
波
書
店
。


