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「
子
ど
も
の
貧
困
」か
ら
見
え
て
く
る「
日
本
の
貧
困
」（
下
）

日
本
型
福
祉
社
会
構
想
に
抜
け
落
ち
て
い
た
も
の
。
そ
れ
は
世
帯
構
成
に
関
係
な
く
、
個
人
と
し
て
必
要
な
支

援
が
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
だ
。
そ
の
背
景
に
は
〝
標
準
家
族
〞
と
い
う
根
強
い
価
値
観
が
横
た
わ
る
。〝
標
準
〞

か
ら
逸
脱
し
た
人
び
と
へ
の
劣
等
処
遇
の
感
覚
。
そ
こ
に
も
貧
困
問
題
の
根
っ
こ
が
あ
る
。

社
会
福
祉
政
策
の
変
容

│
│
日
本
政
府
に
よ
る
公
式
な
貧
困
率
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
〇
六
年
時
点
で
日
本
の
貧
困
率
は
全
体
一
五
・
七
％
、
子

ど
も
の
貧
困
率
は
一
四
・
二
％
で
す
。
ま
た
昨
年
十
一
月
に
は

一
人
親
家
庭
の
貧
困
率
が
五
四
・
三
％
と
公
表
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
の
先
進
国
三
十
ヵ
国
中
、
最
悪
の
数
値

で
す
。
日
本
の
〝
貧
困
政
策
の
貧
困
さ
〞
を
突
き
つ
け
ら
れ
た

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

一
九
七
〇
年
代
頃
か
ら
、
政
府
は
日
本
型
福
祉
社
会
構
想
を

掲
げ
、「
家
族
は
福
祉
の
含
み
資
産
」
と
い
う
言
い
方
を
始
め

ま
し
た
。
家
族
の
自
助
努
力
や
相
互
扶
助
に
依
拠
し
て
財
政
を

抑
制
し
、
経
済
成
長
を
図
ろ
う
と
い
う
政
策
を
と
っ
て
き
た
の

で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
方
策
が
貧
困
問
題
を
社
会
の
水
面
下
に

潜
り
込
ま
せ
て
し
ま
っ
た
ひ
と
つ
の
要
因
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。そ

の
後
九
〇
年
代
以
降
に
は
、
福
祉
を
受
給
す
る
条
件
と
し

て
就
労
を
求
め
る
米
国
型
の
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
（
勤
労
福
祉
制
度
）

を
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
米
国
は
、
最
初
に
労
働
あ

り
き
で
は
あ
り
ま
す
が
、
給
付
付
き
税
額
控
除
も
整
備
し
て
お

り
、
就
労
し
て
い
る
低
所
得
層
に
は
税
金
が
現
金
で
還
付
さ
れ




