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社
会
福
祉
と
は
!

社
会
福
祉
法
と
は
!

日
本

で
は
通
常
､
｢社
会
福

祉
｣
を
､
社
会
保

険

･
公
的
扶
助

･
公
衆
衛
生
と
と
も
に
､
｢社
会
保

障
｣
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
｡

二
〇
〇
〇
年
初
め
の
段
階
で
は
″社
会
福
祉
法
″
と
い

う
統

一
法
典
は
な
-
､
社
会
福
祉
に
関
す
る
個
別
の

法
を
総
称
し
て

″
社
会
福
祉
法
″

と
い
っ
て
い
ま
す
｡

ま
た
､
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
､
総
じ
て
､
所
得

保
障
以
外
の

｢非
金
銭
的
給
付
｣
と
し
て
と
ら
え
て

い
ま
す
｡
こ
れ
は
､
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
サ
ー
ビ
ス
や
､
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
な
ど

の
対
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
す
｡
で

す
か
ら
主
と
し
て

｢非
金
銭
的
な
サ
ー
ビ
ス
給
付
｣

に
つ
い
て
定
め
て
い
る

｢老
人
福
祉
法
｣
｢
児
童
福

祉
法
｣
｢身
体
障
害
者
福
祉
法
｣
｢知
的
障
害
者
福
祉

か

ふ

法
｣
｢母
子
及
び
寡

婦

福
祉
法
｣

が
､
″
社
会
福
祉

法
″

の
中
心
を
占
め
､
福
祉
五
法
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
｡

し
か
し
福
祉
五
法
の
中
に
､
非
金
銭
的
サ
ー
ビ

ス
給
付
以
外
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ

り
ま
す
し
､
ま
た

｢福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
｣
に
関

係
す
る
法
律
も
､
こ
の
五
法
だ
け
と
は
い
え
ま
せ
ん
｡

特
に
､
｢介
護
保
険
法
｣
(
1
九
七
九
年
)
の
成
立

に
よ
り
､
｢老
人
福
祉
法
｣
に
規
定
さ
れ
て
い
た
サ

ー
ビ
ス
の
多
-
は
､
介
護
保
険
給
付
の
対
象
と
さ
れ

て
い
ま
す
｡
医
療
保
険
給
付
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た

｢老
人
保
健
法
｣
に
も
と
づ
-
老
人
保
健
施
設
療
養

費
は
､
介
護
保
険
給
付
の
対
象
と
さ
れ
ま
す
｡
い
わ

ゆ
る

｢老
人
病
院
｣
に
入
院
し
て
い
る
高
齢
者
の
費

用
は
､
従
来
は
主
と
し
て
医
療
保
険
か
ら
の
拠
出
で

ま
か
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
､
現
在
は
介
護
保
険
給

付
の
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

神
奈
川
大
学
教
授

橋

本

宏

子

●
-

は
し
も
と

ひ
ろ
二

一
九
四
二
年
､
東
京
都
生
ま
れ
｡

一
九
七

三
年
､
東
京
都
立
大
学
大
学
院
博
士
課
程
単

位
修
得

(基
礎
法
学
専
攻
)
｡
博
士

(法
学
)
｡

現
在
､
神
奈
川
大
学
法
学
部
教
授
｡
専
門
領

域
は
社
会
保
障
法
で
､
社
会
福
祉
法
や
社
会

保
障
行
政
特
講
な
ど
の
科
目
を
担
当
し
て
い

る
｡
著
書
は
､
¶老
齢
者
保
障
の
研
究
し
(紘

合
労
働
研
究
所
)
､
¶
住
民
参
加
と
法
』
(日

本
評
論
社
)
､
『
福
祉
行
政
と
法
』
(尚
学

社
)
ほ
か
｡
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社会福祉の制度と費用

こ
の
よ
う
に
､
法
を
羅
列
す
れ
ば

″社
会
福
祉

法
″
の
範
囲
が
明
確
に
確
定
で
き
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
｡
ま
た
､
懸
案
の

｢社
会
福
祉
事
業

法
｣
改
正
が
実
現
す
れ
ば
､
大
き
-
変
わ
る
こ
と
も

予
想
さ
れ
ま
す
｡

社
会
保
障

･
社
会
福
祉
の
法
体
系

こ
の
よ
う
に
､
実
態
は
な
か
な
か
複
雑
で
す
が
､

と
り
あ
え
ず

｢社
会
福
祉
法
制
度
は
､
社
会
保
障
法

制
度
の

一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
社
会
福
祉
は
､

主
と
し
て

『福
祉
五
法
』
を
中
心
と
す
る
法
制
度
か

ら
構
成
さ
れ
る
｣
と
整
理
し
て
お
-
こ
と
に
し
ま
し

ょ
～つ
0

と
こ
ろ
で
法
律
学
の
世
界
で
は
､
こ
れ
ま
で
制
度

体
系
と
し
て
の
社
会
保
障

･
社
会
福
祉
と
は
別
に
､

法
体
系
と
し
て
の
社
会
保
障

･
社
会
福
祉
を
考
え
る

試
み
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
｡
そ
の
理
由
は
'
社
会

保
障
法
や
社
会
福
祉
法
と
い
っ
て
も
､
統

一
法
典
が

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
､
た
と
え
ば
社
会
福
祉
法
は
､
ど

の
よ
う
な
法
理

(考
え
方
)
に
指
導
さ
れ
､
ど
の
範

囲
ま
で
を
ふ
-
む
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
'
共
通
の

理
解
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
で
す
｡
あ
る
べ
き

｢社
会
保
障

･
社
会
福
祉
｣
の
青
写
真

(法
体
系
)

が
つ
-
ら
れ
て
こ
そ
､
現
実
の
社
会
保
障
法

･
社
会

福
祉
法
を
理
想
の
方
向
に
向
か
っ
て
､
解
釈

･
運
用

し
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡

そ
の
結
果
'
い
-
つ
か
の
法
体
系
化
の
試
み
が
な
さ

れ
て
き
て
い
ま
す

(注
1
)
0

こ
れ
に
対
し
､
社
会
保
障
や
社
会
福
祉
は
､
通
常

の
法
の
基
盤
と
は
異
な
-
､
｢人
間
の
生
存
を
守

る
｣
と
い
う

｢形
に
L
に
-
い
｣
問
題
を
扱

っ
て
い

る
の
で
､
法
律
の
世
界
で
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
法
体
系
化
は
難
し
い
t
と
い
う
見
方
も
あ
-
ま

す
｡伝

統
的
な
形
で
の
法
体
系
化
に
は
あ
ま
り
固
執
せ

ず
'
む
し
ろ

1
つ
ひ
と
つ
の
事
象
ご
と
に
､
事
実
関

係
を
素
直
に
眺
め
'
生
存
権
保
障
の
た
め
の
権
利
の

確
認
を
は
か
っ
て
い
-
こ
と
が
重
要
に
思
わ
れ
ま
す
｡

ど
の
よ
う
に
､
権
利
の
保
障
を
考
え
る
か

も
ち
ろ
ん
､
法
を
権
利

･
義
務
の
問
題
と
し
て
考

え
る
こ
と
は
､
社
会
福
祉
に
お
い
て
も
大
切
な
こ
と

で
す
｡
私
た
ち
が

｢権
利
｣
と
い
う
言
葉
を
使
う
場

合
､
自
然
の
要
求

(個
人
の
ニ
ー
ズ
)
を
表
現
す
る

言
葉
と
し
て
使
う
場
合
と
､
厳
密
に
法
的
な
意
味
で

使
う
場
合
が
あ
-
ま
す
｡
社
会
保
障
'
特
に
社
会
福

祉
の
権
利
を
考
え
る
場
合
に
は
､
こ
の
二
つ
を
分
け

て
考
え
る
こ
と
が
こ
と
の
ほ
か
重
要
で
す
｡
ま
た
法

的
な
権
利
と
し
て
使
用
す
る
場
合
も
､
社
会
保
障
や

社
会
福
祉
の
権
利
に
は
､
不
確
定
な
要
素
が
少
な
-

注

-

た
と
え
ば
､
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
社

会
保
障
法
の
法
体
系
を
考
え
る
説
も
あ
る
｡

①

社
会
保
障
の
法
関
係
は
､
国
と
国
民
の
間
に

成
立
す
る
｡

②

社
会
保
障
は
､
国
民
の

｢生
活
保
障
｣
を
直

接
の
目
的
と
す
る
｡

③

社
会
保
障
法
は
､
生
活
給
付
に
関
す
る
法
で

あ
る
｡

し
た
が

っ
て
､
社
会
保
障
法
は
'
｢生
存
権
の

実
現
の
た
め
に
､
国
が
国
民
に
生
活
保
障
給
付
を

行
う
体
系
｣
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
社
会
福
祉
法

は
そ
の
中
に
ふ
-
ま
れ
る
O
｢生
活
保
障
｣
に
対

す
る
給
付
は
､
｢所
得
保
障
給
付
｣
と

｢非
金
銭

的
な
生
活
障
害
給
付
｣
に
大
別
さ
れ
る
｡
現
行
の

社
会
福
祉
法
は
､
主
と
し
て
生
活
障
害
給
付
に
つ

い
て
規
定
し
て
い
る
｡
し
か
し
た
と
え
ば

｢児
童

福
祉
法
｣
の

｢児
童
保
護
の
た
め
の
禁
止
行
為
｣

(
三
四
条
)
の
よ
う
に
､
生
活
障
害
給
付
に
か
か

わ
ら
な
い
規
定
は
､
｢児
童
福
祉
法
｣
に
規
定
さ

れ
て
い
て
も
､
社
会
福
祉
の
法
体
系
か
ら
は
の
ぞ

か
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
点
に
も
､
法
制

度
体
系
と
の
違
い
が
出
て
-
る
こ
と
に
な
る
｡
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あ
り
ま
せ
ん
｡

た
と
え
ば
､
A
さ
ん
は

｢国
家
に
対
し
､
生
活
障

害
給
付
を
要
求
す
る
権
利
｣
を
有
し
､
｢国
家
は
そ

れ
を
保
障
す
る
義
務
｣
が
あ
る
と
構
成
し
て
も
'
そ

れ
だ
け
で
は
A
さ
ん
の
権
利
を
具
体
的
に
保
障
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
｡
こ
こ
に
社
会
保
障
､

特
に
社
会
福
祉
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
の
難
し
さ

が
あ
り
ま
す
｡
社
会
福
祉
の
領
域
で
は
､
A
さ
ん
の

ニ
ー
ズ

(自
然
の
要
求
)
を

｢法
的
な
権
利
｣
と
し

て
具
体
化
し
て
い
-
た
め
に
､
広
い
意
味
の
手
続
き

が
､
法
的
に
は
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
く
る
の
も
そ

の
た
め
で
す

(注
2
)0

生
存
権
と
い
う
権
利

(自
由
権

･
人
間
の
尊
厳

･
連
帯
)

最
近
､
社
会
福
祉
の
権
利
と
か
生
存
権
と
い
う
言

葉
が
､
公
の
文
書
の
中
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
確
実
に

減

っ
て
き
て
い
ま
す
｡
こ
の
こ
と
は
､
国
家
の
財
政

政
策
や
人
権
に
つ
い
て
の
国
の
姿
勢
と
関
係
し
て
い

る
と
い
え
ま
す
｡

ま
た
'
｢社
会
保
障
と
い
う
と
､
す
ぐ
に
憲
法
二

五
条
を
も

っ
て
き
て
､
生
存
権
の
立
場
か
ら
も
の
を

い
う
｡
す
べ
て
国
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
形
で
の
べ

ら
れ
て
き
た
｡
権
利
を
生
存
権
だ
け
で
と
ら
え
る
の

で
は
な
-
'
人
間
の
尊
厳
'
人
間
と
し
て
豊
か
に
生

き
て
い
-
こ
と
を
保
障
す
る
の
が
権
利
で
あ
る
｣
と

い
っ
た
主
旨
の
発
言
も
聞
か
れ
ま
す
｡
こ
う
し
た
発

言
の
背
景
に
は
'
自
ら
は
何
の
努
力
も
せ
ず
要
求
だ

け
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者

へ
の
批
判
や
'
い
わ
ゆ
る

｢救
貧
思

想
｣
と
結
び
つ
け
た
生
存
権
の
理
解
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
｡

社
会
福
祉
の
権
利
は
確
定
が
難
し
い
権
利
で
す
か

ら
､
そ
の
意
味
で

｢権
利
を
主
張
す
る
こ
と
の
虚
し

さ
｣
を
感
じ
る
こ
と
が

｢権
利
の
軽
視
｣
に
つ
な
が

る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
｡
だ
か
ら
こ
そ
生
存
権
思

想

(社
会
福
祉
の
権
利
も
こ
こ
に
ふ
-
ま
れ
る
)
は
､

も

っ
と
豊
か
な
内
容
を
ふ
-
ん
だ
権
利
と
し
て
､
歴

史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
｡

歴
史
的
意
味
か
ら
み
た
生
存
権

先
進
資
本
主
義
諸
国
の
経
済
構
造
の
中
で
､
特
に

一
九
二
九
年
の
大
恐
慌
に
よ
る
経
済
的
打
撃

･
失
業

の
増
大
は
凄
じ
い
も
の
で
し
た
｡
人
び
と
は
､
抽
象

的
に
自
由

･
平
等
で
あ
る
こ
と
を
保
障
さ
れ
､
｢財

産
権
｣
を
保
障
さ
れ
て
い
て
も
､
具
体
的
な
社
会
関

係
の
中
で
は
け

っ
し
て
自
由
で
も
平
等
で
も
な
-
､

個
人
の
努
力
と
は
無
関
係
な
と
こ
.ろ
で
貧
困
に
陥
る

場
合
が
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
き
た
の
で
す
｡

憲
法
第
二
五
条

(生
存
権
'
国
の
社
会
的
使
命
)

①

す
べ
て
国
民
は
､
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
｡

②

国
は
､
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
､
社

会
福
祉
､
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び

増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

憲
法
第

二
二
条

(個
人
の
尊
重
)

す
べ
て
国
民
は
､
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
｡

生
命
､
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権

利
に
つ
い
て
は
､
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
､

立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
､
最
大
の
尊
重
を
必

要
と
す
る
｡

憲
法
第

一
四
条

(法
の
下
の
平
等
)

①

す
べ
て
国
民
は
'
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
､

人
種
､
信
条
､
性
別
､
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に

よ
り
､
政
治
的
､
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お

い
て
､
差
別
さ
れ
な
い
｡
(②
③
略
)

注
-

た
と
え
ば
､
大
腿
部
を
骨
折
し
た
た
め
､

正
座
が
で
き
ず
､
歩
行
も
な
か
な
か
難
し
い
高
齢

者
が
い
た
と
し
よ
う
｡
こ
の
人
に
対
し
､
ど
の
よ

う
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス

(在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
)
が

提
供
さ
れ
れ
ば
､
在
宅
で
の
生
活
が
可
能
だ
ろ
う

か
｡
い
い
か
え
れ
ば
､
こ
の
高
齢
者
の
二
-
ズ
ほ

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
同
じ
よ
う
な
身

体
状
況
に
あ

っ
て
も
､
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
は
個
々

の
状
況
に
よ
り
､
実
際
に
は
異
な

っ
て
-
る
｡
段

差
の
な
い
広
い
家
で
豪
族
と
同
居
し
て
い
る
高
齢

者
と
､
二
階
に
は
ト
イ
レ
の
な
い
木
造
ア
パ
ー
ト

の
二
階
に

一
人
住
ま
い
し
て
い
る
高
齢
者
で
は
､

必
要
と
さ
れ
る
ニ
ー
ズ
は
ま

っ
た
-
異
な
る
｡

｢個
人
差
の
あ
る
ニ
ー
ズ
｣
と
は
､
こ
う
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
｡
ま
た

｢個
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
二
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こ
う
し
た
な
か
で
､
国
家
は
国
民
の

｢生
命

･
生

存
｣
を
消
極
的
に
保
護
す
る
の
で
は
な
-
､
積
極
的

に
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
､
国
民
の

｢生

命

･
生
存
｣
を
保
障
し
て
い
-
こ
と
が

｢国
家
の
義

務
｣
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
で
す
｡

こ
の
こ
と
の
重
要
性
が
少
し
も
薄
れ
て
い
な
い
こ
と

は
､
最
近
の
経
済
状
況
を
み
て
い
れ
ば
､
皆
さ
ん
も

理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
｡

し
か
し
'
国
家
の
体
制
が

｢福
祉
国
家
｣
に
移
行

し
て
も
､
社
会
福
祉
は

〝私
た
ち
市
民
が
創
り
あ
げ

る
も
の
″
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
事
実
で
す
｡

資
本
制
社
会
に
お
い
て
は
､
自
由

･
平
等
が
保
障

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
'
抽
象
的
な
自

由
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
-
､
豊
か
な
生
活
に
裏
づ

け
ら
れ
た
広
大
な
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
は
､
少

な
-
と
も
､
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
の
保
障
を
通
じ

て
､
私
た
ち
の
生
存
権
が
具
体
的
に
保
障
さ
れ
て
い

-
こ
と
が
不
可
欠
で
し
ょ
う
｡
憲
法

〓
二
条

｢人
間

の
尊
厳
｣
は
､
自
由
権
と
生
存
権
の
関
係
を
こ
の
よ

う
な
形
で
統
合
し
た
深
い
意
味
を
も

つ
も
の
と
し
て

解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

-
ズ
｣
が
､
そ
の
ま
ま
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し

て
提
供
さ
れ
れ
ば
理
想
だ
が
､
実
際
に
は
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
財
源
は
､
｢国
民
所
得
と
い
っ
た
要

素
に
規
定
さ
れ
る
有
限
性
｣

を
も
つ
の
で
あ
る
こ

と
を
全
-
考
慮
し
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
｡
そ

う
な
る
と
､
財
源
の
有
限
性
を
も
考
慮
し
っ
つ
､

個
人
差
の
あ
る
ニ
ー
ズ
に
よ
り
適
切
に
配
慮
し
､

サ
ー
ビ
ス
を
具
体
的
に
決
定
し
て
い
-
手
続
き

(場
)
が
重
要
に
な
っ
て
-
る
.
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ

ー
が
高
齢
者
や
豪
族
の
話
を
聞
き
､
状
態
を
見
な

が
ら
サ
ー
ビ
ス
を
具
体
的
に
決
め
て
い
-
過
程
も
､

法
的
に
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き
の
一
つ
で
あ
る
｡

｢要
求
と
し
て
の
権
利
｣
が
'
｢法
的
な
権
利
｣

と

し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
-
過
程
と
い
っ
て
も
よ

い

で
あ
ろ
う
｡
ま
た
サ
ー
ビ
ス
の
全
体
量
の
決
定
に

か
か
わ
る
計
画

(た
と
え
ば
､
老
人
保
健
福
祉
計

画
)
が
具
体
化
さ
れ
て
い
-
過
程
も
手
続
き
の
一

つ
で
あ
る
｡

41

法
体
系
化
を
重
視
し
て
社
会
保
障
法
を
構
築
し
て
い
る
も
の
と
し
て
､
ヨ社

会
保
障
法
読
本
』
荒
木
誠
之
､
有
斐
閣
､

一
九
九
六
年
/

『社
会
保
障
法
』
粗

井
常
書
､
総
合
労
働
研
究
所
'

一
九
七
二
年
/

『社
会
保
障
法
』
概
井
常
書
編
､

エ
イ
デ
ル
研
究
所
､

t
九
九

一
年
が
参
考
に
な
る
｡

そ
の
他
の
社
会
保
障
法

･
社
会
福
祉
法
の
体
系
書
と
し
て
は
､
r社
会
保
障

と
社
会
福
祉
の
法
と
法
政
策
_B
佐
藤
進
'
誠
信
書
房
､

l
九
九
五
年
/

『社
会

福
祉
の
権
利
構
造
』
河
野
正
輝
､
有
斐
閣
'

一
九
九

一
年
/

『社
会
保
障
法
総

論
』
堀
勝
洋
､
東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
九
四
年
/

『論
点

社
会
保
障
法
』

清
正
寛

･
阜
氷
弥
太
郎
編
著
､
中
央
経
済
社
､

一
九
九
六
年
/

『社
会
福
祉
法

制
要
説

第
三
版
』
桑
原
洋
子
､
有
斐
閣
t

I
九
九
九
年
/

『社
会
保
障
法
制

概
論i
A
高
藤
昭
､
龍
星
出
版
､

一
九
九
七
年
/

『社
会
事
業
法
制

第
四
版
』

小
川
政
亮
､
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
､

一
九
九
二
年
な
ど
が
あ
る
｡

本
章
の
基
本
的
視
点
に
か
か
わ
る
文
献
と
し
て
は
､
｢サ
ー
ビ
ス
行
政
に
お

け
る
権
利
と
決
定
｣
下
山
瑛
二
､
『公
法
の
理
論

(中
)
』

所
収
'
有
斐
閣
､

一

九
七
六
年
/

｢社
会
保
障
の
思
想
｣
沼
田
稲
次
郎
､
『
社

会
保
障
の
思
想
と
権

利
』
所
収
､
労
働
旬
報
社
､

一
九
七
三
年
な
ど
｡

そ
の
他
'
｢老
後
を
守
る
法
｣
『老
い
と
社
会
シ
ス
テ
ム
』
所
収
､
橋
本
宏
子
､

岩
波
書
店
､

一
九
八
七
年
/

｢
A
E
R
A

M
o
o
k

rN
e
W
学
問
の
み
か

た
｣
シ
リ
ー
ズ
⑥

社
会
福
祉
学
の
み
か
た
.ヒ
朝
日
新
聞
社
､
T
九
九
七
年
な

ど
｡
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