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現
在
、
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
保
障
給
付
費
の
総
額
は
１
２
０
兆
円
に
の
ぼ
り
、
対
国
内
総
生
産
比
で
見
れ
ば
２
割

を
超
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
医
療
や
年
金
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
険
に
関
わ
る
給
付
で
あ
る
。
す

べ
て
の
国
民
は
、
公
的
医
療
保
険
や
公
的
年
金
に
加
入
す
る
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
「
国
民
皆
保
険
（
・
皆
年

金
）」
こ
そ
が
、
わ
が
国
の
社
会
保
険
の
根
幹
と
な
っ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
一
方
で
存
在
す
る
事
実
と
し
て

２
割
に
の
ぼ
る
国
民
健
康
保
険
の
未
納
世
帯
や
、
３
割
に
の
ぼ
る
国
民
年
金
の
未
納
月
数
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
一
体
、「
国
民
皆
保
険
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

公
的
医
療
保
険
や
公
的
年
金
と
い
っ
た
社
会
保
険
は
、
就
業
状
態
や
雇
用
形
態
に
よ
っ
て
加
入
す
べ
き
制
度
が
異
な

っ
て
い
る
。
単
純
に
言
え
ば
そ
れ
は
「
正
社
員
の
者
が
加
入
す
る
制
度
（
被
用
者
保
険
）」
と
「
正
社
員
以
外
の
者
が

加
入
す
る
制
度
（
国
民
年
金
・
国
民
健
康
保
険
）」
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
理
的
に
は
、
正
社
員
以
外

の
者
す
べ
て
を
国
民
年
金
や
国
民
健
康
保
険
が
カ
バ
ー
す
る
こ
と
で
「
皆
保
険
」
が
達
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

制
度
開
始
当
初
、
こ
の
「
正
社
員
以
外
の
た
め
の
社
会
保
険
」
が
想
定
し
て
い
た
の
は
、
自
営
業
者
や
農
家
で
あ
っ

た
。
だ
が
、
現
在
、「
正
社
員
以
外
の
た
め
の
社
会
保
険
」
に
加
入
す
る
者
の
大
多
数
は
、
非
正
規
雇
用
と
し
て
働
く

人
々
や
失
業
し
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
非
正
規
雇
用
や
失
業
者
に
お
い
て
、
保
険
料
の
未
納
が
多
く
発
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生
し
て
い
る
。
保
険
料
の
未
納
が
、
病
気
に
罹か

か

っ
た
際
の
受
診
抑
制
や
将
来
の
低
年
金
・
無
年
金
に
つ
な
が
り
得
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
正
社
員
や
自
営
業
者
が
大
多
数
だ
っ
た
時
代
に
は
「
皆
保
険
」
は
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
だ
っ
た
が
、
正
社
員
以
外
の
雇
用
形
態
の
者
が
増
え
て
き
た
こ
と
で
、
い
ま
や
「
皆
保
険
」
に
綻
び
が
生
じ
つ
つ
あ

る
の
だ
。

　

か
つ
て
わ
が
国
が
誇
っ
た
「
皆
保
険
」
は
、
盤
石
な
雇
用
の
賜
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
安
定
的
な
雇
用

に
就
い
て
い
な
け
れ
ば
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
得
ら
れ
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

雇
用
の
流
動
化
に
伴
っ
て
社
会
保
険
か
ら
漏
れ
落
ち
る
者
が
多
く
発
生
し
て
い
る
状
況
に
対
し
て
、
政
府
も
対
策
を

行
っ
て
き
た
。
２
０
１
６
年
10
月
に
、
被
用
者
保
険
の
適
用
範
囲
が
（
企
業
規
模
な
ど
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
）
週
30
時
間
以
上
の
労
働
時
間
か
ら
週
20
時
間
以
上
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
こ
の
よ

う
に
人
々
の
働
き
方
の
変
化
に
応
じ
て
、
社
会
保
険
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
本
当
に
人
々
の
直
面
す
る
リ
ス
ク
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に

考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
例
が
雇
用
保
険
で
あ
る
。
失
業
時
の
所
得
保
障
で
あ
る
雇
用
保
険
は
、
週
労
働
時
間

や
雇
用
見
込
期
間
の
点
で
早
く
か
ら
適
用
拡
大
を
行
い
、
非
正
規
雇
用
を
取
り
込
ん
で
き
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、
雇

用
者
に
占
め
る
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
の
割
合
は
一
貫
し
て
高
い
値
を
保
っ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

失
業
時
に
雇
用
保
険
を
受
給
し
て
い
る
者
の
割
合
は
長
期
的
に
低
下
し
て
き
て
お
り
、
今
で
は
３
割
を
切
っ
て
い
る
。

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
と
、
失
業
時
に
雇
用
保
険
の
給
付
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
の
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問
題
な
の
で
あ
る
。
不
安
定
な
就
業
状
態
に
あ
る
者
が
社
会
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
し
て
も
、
結
局
は
受
給
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
意
味
は
な
い
。

　

医
療
保
険
を
語
る
と
き
に
、「
保
険
あ
っ
て
医
療
な
し
」
と
い
う
警
句
が
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と

え
医
療
財
政
の
仕
組
み
で
あ
る
保
険
が
整
備
さ
れ
て
も
、
病
院
や
医
師
・
看
護
師
等
の
医
療
提
供
体
制
が
伴
わ
な
け
れ

ば
意
味
が
な
い
と
い
う
戒
め
で
あ
る
。
こ
の
警
句
を
他
の
社
会
保
険
に
も
借
用
す
る
な
ら
ば
、
さ
し
ず
め
「
保
険
あ
っ

て
給
付
な
し
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
財
政
が
逼
迫
し
が
ち
な
昨
今
に
お
い
て
は
、
ど
の
社
会
保
険
も
給
付
を

カ
ッ
ト
す
る
誘
惑
が
大
き
い
か
ら
だ
。

　

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
人
々
が
安
定
的
な
生
活
か
ら
転
落
し
そ
う
な
時
に
こ
そ
、
そ
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
現
実
に
は
雇
用
の
不
安
定
な
者
に
限
っ
て
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
ま
で
脆
弱
な
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
雇
用
の
格
差
が
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
格
差
」
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
雇
用
形
態
の
ち
が
い
が
も
た
ら
す
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
格
差
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
本
書
の
最
終
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
書
の

関
心
の
起
点
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
非
正
規
雇
用
へ
適
用
拡
大
し
た
だ
け
で
は
必
ず
し
も
有
効
な
救
済
策
に
な

ら
な
い
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
人
々
の
間
に
生
じ
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の

「
溝
」
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

わ
が
国
の
社
会
保
障
制
度
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
、
高
齢
者
の
給
付
に
偏
っ
て
き
た
と
い
う
反
省
か
ら
、
昨
今
で
は

「
全
世
代
型
社
会
保
障
」
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
役
世
代
へ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
も
重

視
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
だ
が
、
雇
用
の
流
動
化
が
進
む
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
真
に
現
役
世
代
の
セ
ー
フ
テ
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ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
強
化
す
る
の
に
は
、
勤
続
経
験
（
＝
保
険
料
拠
出
の
実
績
）
を
条
件
と
し
て
給
付
を
行
う
従
来
の
雇
用

保
険
等
は
馴
染
ま
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
が
、
拠
出
と
給
付
を
切
り
離
し
た
（
し
か
し
福

祉
で
は
な
い
）「
第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
「
第
二
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。

　

現
役
世
代
に
お
け
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
格
差
を
是
正
す
べ
き
な
の
は
、
現
時
点
に
お
け
る
格
差
が
深
刻
で
あ
る

と
い
う
理
由
だ
け
に
よ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
役
世
代
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
脆
弱
さ
を
放
置
し
て
お
け
ば
、
従

来
の
仕
組
み
を
前
提
と
す
る
限
り
、
将
来
、
大
量
の
困
窮
し
た
高
齢
者
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
懸
念
も
あ
る
か
ら
な
の

で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
社
会
保
険
を
中
心
と
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
が
直
面
し
て
い
る
課
題
を
検
討
し
て
い
く
に
あ
た
り
、

「
就
業
」
と
い
う
切
り
口
か
ら
迫
る
こ
と
に
す
る
。
分
析
か
ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
は
、「
最
底
辺
よ
り
少
し
上
」
に

い
る
者
た
ち
が
晒
さ
れ
て
い
る
不
安
定
な
状
況
で
あ
る
。
た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
書
の
関
心
は
、
単
に
社

会
保
険
か
ら
漏
れ
落
ち
て
い
る
人
々
を
発
見

0

0

す
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
漏
れ
落
ち
た
者
た
ち
を
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
が
新
た
に
突
き
つ
け
て
く
る
課
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
的
な
話
で
恐
縮
だ
が
、
筆
者
が
米
国
の
研
究
機
関
に
滞
在
し
て
い
た
折
に
、
彼
の
地
の
経
済
学
者
か

ら
日
本
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
筆
者
は
、
日
本
の
社

会
保
険
を
、「
皆
保
険
」
と
同
義
と
考
え
て
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
」（universal

）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
て
み

た
の
だ
が
、
そ
の
経
済
学
者
か
ら
は
、
そ
れ
で
は
自
分
が
日
本
に
行
っ
た
時
に
見
た
公
園
な
ど
で
暮
ら
す
た
く
さ
ん
の

ホ
ー
ム
レ
ス
は
何
な
の
か
と
言
わ
れ
、
答
に
窮
し
た
。
日
本
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
問
題
は
、
生
活
保
護
等
の
福
祉



vii

ま え が き

の
問
題
で
あ
っ
て
社
会
保
険
の
次
元
に
収
ま
る
話
で
は
な
い
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
そ
の
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
オ
バ
マ

政
権
の
下
で
医
療
保
険
の
皆
保
険
化
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
り
、
筆
者
自
身
に
と
っ

て
は
、「
皆
保
険
」
あ
る
い
は
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
出

す
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

「
就
業
」
を
切
り
口
と
し
て
日
本
の
社
会
保
障
を
論
じ
る
本
書
だ
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
皆
保
険
に
対
す
る
筆
者

の
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
読
者
と
共
有
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
全
世
代
型
社
会
保
障
の
構
築
に
向
け
て
、

取
捨
選
択
を
行
う
と
す
れ
ば
何
を
優
先
す
べ
き
か

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
論
点
を
整
理
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
本
書
の
狙
い
で
も
あ
る
。
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序 

章　

日
本
の
労
働
市
場
と
社
会
保
険
制
度
と
の
関
係

　

本
書
で
の
議
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
こ
の
章
で
は
ま
ず
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
労
働
市
場
と
社
会
保
障
制
度
の

姿
を
描
写
し
、
両
者
の
関
係
を
整
理
す
る
。
労
働
市
場
と
社
会
保
障
制
度
が
本
書
の
両
輪
で
あ
り
、
こ
の
章
は
本
書
全

体
の
見
取
り
図
に
あ
た
る
。
日
本
企
業
の
雇
用
慣
行
に
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
社
会
保
障
制
度
に
軋
み
を
も
た

ら
し
て
い
る
こ
と
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
変
化
の
内
実
と
そ
の
影
響
の
様
相
を
的
確
に
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
、
採

る
べ
き
対
応
の
方
向
を
誤
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
概
括
的
な
本
章
に
つ
い
て
は
読
み
飛
ば
し
て
も
構
わ
な
い
と
言

い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
本
書
全
体
の
視
座
が
わ
か
る
よ
う
に
少
し
丁
寧
に
説
明
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

１　

労
働
市
場
の
変
化
を
捉
え
る
二
つ
の
要
素

⑴　

就
業
率
の
推
移

　

最
初
に
、
現
在
の
わ
が
国
の
労
働
市
場
の
姿
を
見
た
い
。
ま
ず
、
労
働
市
場
の
現
状
と
そ
こ
に
お
け
る
政
策
を
考
え

る
う
え
で
は
、
図
Ｐ－

１
の
（
１
）
式
に
示
さ
れ
る
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

一
国
に
お
い
て
一
年
間
に
生
み
出
さ
れ
る
付
加
価
値
の
総
和
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時



2

に
国
民
が
享
受
で
き
る
付
加
価
値
の
総
和
で
も
あ
る
。（
１
）
式
の
左
辺
の
「
一
人
あ
た
り
Ｇ
Ｄ

Ｐ
」
は
、
そ
れ
を
人
口
で
割
っ
た
も
の
な
の
で
、
国
民
一
人
あ
た
り
に
平
均
的
に
分
配
さ
れ
る
付

加
価
値
、
す
な
わ
ち
国
民
一
人
あ
た
り
の
経
済
的
な
豊
か
さ
を
示
し
て
い
る
。「
一
人
あ
た
り
Ｇ

Ｄ
Ｐ
」
は
、
自
動
的
に
、「
就
業
者
一
人
あ
た
り
が
生
み
出
す
付
加
価
値
（
＝
労
働
生
産
性
）」
と

「
人
口
に
占
め
る
就
業
者
の
割
合
（
＝
就
業
率
）」
に
分
解
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、（
１
）
式
の
意

味
で
あ
る
。

　
（
１
）
式
右
辺
の
第
二
項
の
就
業
率
が
、
現
実
に
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
き
た
の
か
を
見
た
も

の
が
図
Ｐ－

２
で
あ
る
（（
１
）
式
に
正
確
に
対
応
す
る
の
は
「
全
人
口

0

0

0

に
占
め
る
就
業
者
の
割

合
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
150
歳
以
上
人
口

0

0

0

0

0

に
占
め
る
就
業
者
の
割
合
」
で
見
て
い

る
）。
就
業
率
は
、
後
に
見
て
い
く
よ
う
な
最
近
の
政
策
も
あ
り
、
こ
こ
数
年
は
回
復
基
調
に
あ

る
が
、
過
去
40
年
間
と
い
う
ス
パ
ン
で
見
れ
ば
低
下
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
要
因
は
、

人
口
の
高
齢
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
就
業
者
数
自
体
を
見
て
も
、
早
く
も
１
９
９
０
年
代
に
は
頭

打
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
「
人
手
不
足
」
の
背
景
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
傾
向
は
今
後
も
続
き
、
経
済
成
長
が
実
現
し
、
労
働
参
加
が
進
ん
だ
と
し
て
も
、
２
０

３
０
年
（
あ
る
い
は
２
０
４
０
年
）
の
就
業
率
は
今
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
、
横
ば
い
で
あ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
て
い
る
（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
［
２
０
１
９
］）。

　

就
業
率
が
低
下
基
調
に
あ
る
中
で
、
一
人
が
享
受
で
き
る
経
済
的
な
豊
か
さ
を
維
持
す
る
た
め

に
は
、
労
働
生
産
性
（（
１
）
式
の
右
辺
第
一
項
）
を
高
め
る
か
、
就
業
率
（（
１
）
式
の
右
辺
第

図Ｐ−1　一人あたり GDP、労働生産性、就業率

＝ × ⑴GDP
人口

「一人あたりGDP」

GDP
就業者数

「労働生産性」

就業者数
人口

「就業率」
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序 章　日本の労働市場と社会保険制度との関係

二
項
）
の
低
下
を
食
い
止
め
る
ほ
か

に
な
い
。
労
働
生
産
性
を
高
め
る
こ

と
を
目
指
す
と
さ
れ
る
政
策
が
「
働

き
方
改
革
」
で
あ
り
、
就
業
率
を
維

持
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
政
策
が
女

性
活
躍
推
進
や
高
齢
者
雇
用
促
進
、

あ
る
い
は
外
国
人
労
働
力
の
受
け
入

れ
な
の
で
あ
る
。
後
者
の
就
業
率
を

維
持
す
る
政
策
は
、
基
本
的
に
、
こ

れ
ま
で
働
い
て
い
な
か
っ
た
（
＝
労

働
市
場
の
外
に
い
た
）
人
々
を
労
働

市
場
に
取
り
込
む
と
い
う
意
味
で

「
包
摂
志
向
の
政
策
」
と
言
え
る（

1
（

。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
必
ず
し
も

働
い
て
い
な
か
っ
た
人
々
を
労
働
市

場
に
包
摂
す
る
過
程
で
、
従
来
の
社

会
保
障
制
度
が
十
分
に
想
定
し
て
こ

な
か
っ
た
問
題
が
さ
ま
ざ
ま
に
生
じ

図Ｐ−２　就業率の推移

出所：総務省「労働力調査」
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4

る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
一
つ
の
理
由
は
、
労
働
市
場
へ
の
新
た
な
参
入
が
非
正
規
雇
用
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
非
正
規
雇
用
の
拡
大
の
原
因
が
、
包
摂
志
向
の
政
策
だ
け
に
求
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
非
正
規
雇
用
が
増
加
し
た
の
は
、
家
計
や
企
業
が
晒
さ
れ
た
環
境
の
変
化
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き

か
っ
た
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
従
来
は
労
働
市
場
の
外
に
い
た
人
々
が
労
働
市
場
へ
参
入
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
事
実
こ
そ
が
、
社
会
保
障
と
労
働
市
場
の
関
係
を
考
え
る
本
書
全
体
を
通
じ
た
鍵
と
な
る
。

　

戦
後
の
一
人
あ
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
成
長
に
貢
献
し
て
き
た
の
は
、
就
業
率
の
上
昇
よ
り
も
労
働
生
産
性
の
伸
び
だ
っ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
就
業
率
の
上
昇
が
経
済
的
な
豊
か
さ
を
保
つ
の
に
ど
れ
ほ
ど
効
果
が
あ

る
か
は
定
か
で
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
就
業
率
を
高
め
る
政
策
は
平
均
で
見
た
労
働
生
産
性
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
う

可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
働
い
て
い
な
か
っ
た
人
々
が
、
既
存
の
就
業
者
に
比
べ
て
生
産
性
が
高
い
保
証
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
包
摂
的
政
策
は
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
良
い
政
策
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
就
業
率
を
高
め
る
政
策
に
資
源
を
投
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
急
速
か
つ
確
実
な
労
働
力
人
口
の
減
少
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑵　

就
業
形
態
の
長
期
的
な
変
化

　

そ
れ
で
は
、
就
業
率
を
押
し
下
げ
る
要
因
が
存
在
す
る
一
方
で
新
た
に
労
働
市
場
へ
参
入
す
る
者
も
い
る
と
い
う
状

況
の
中
で
、
就
業
者
の
内
訳
は
ど
う
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
過
去
60
年
の
間
に
自
営
業
と
い
う
働
き
方
が
著
し
く
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