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与
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
正

確
で
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。Ｅ

Ｕ
政
策
の
最
大
の
キ
ー
ワ

ー
ド
は
「
就
業
率
の
向
上
」

で
は
、
欧
州
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
政
策
は
主
と
し
て
ど
う
い
う
政
策

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本

と
同
様
、
男
女
均
等
政
策
と
い
う
枠
組
み

の
一
環
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
あ

る
時
期
ま
で
は
そ
れ
が
最
大
の
動
因
で
も

あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
（
こ
れ

も
日
本
と
同
様
）
雇
用
社
会
政
策
全
体
を

駆
動
す
る
だ
け
の
力
量
は
な
い
。
実
は
、

１
９
９
７
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
欧
州
雇
用

戦
略
に
お
い
て
は
、
就
業
率
の
向
上
、
特

に
女
性
や
高
齢
者
の
就
業
率
の
向
上
が
最

大
の
政
策
目
標
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
て
お

り
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
政
策

は
こ
の
就
業
率
の
向
上
の
た
め
の
も
っ
と

も
効
果
的
な
政
策
手
段
と
し
て
推
進
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
出
生
率
で
は
な
く
、
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Ｅ
Ｕ
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
政
策

欧欧
州州
雇雇
用用
戦戦
略略
のの
中中
のの
ワワ

ーー
クク
・・
ララ
イイ
フフ
・・
ババ
ララ
ンン
スス

日
本
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

政
策
は
、
少
子
化
問
題
を
主
な
政
治
的
動

因
と
し
、
少
子
化
対
策
と
し
て
自
ら
を
正

当
化
し
な
が
ら
、
90
年
代
初
頭
以
来
進
め

ら
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、

女
性
教
師
や
看
護
師
の
育
児
休
業
制
度
は

１
９
７
５
年
に
遡
る
し
、
80
年
代
に
は
当

時
の
野
党
か
ら
繰
り
返
し
育
児
休
業
法
案

が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
立
法
化

に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
最
大
の
契
機
が

１
・
57
シ
ョ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
た
出
生
率
の

急
激
な
低
下
（
１
９
８
９
年
の
特
殊
合
計

出
生
率
が
１
・
57
に
低
下)

で
あ
っ
た
こ
と

は
否
定
し
が
た
い
。
そ
の
後
も
出
生
率
の

低
下
は
止
ま
ら
ず
、
政
府
は
、
１
９
９
４

年
の
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
、
１
９
９
９
年
の

新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
な
ど
、
繰
り
返
し
少

●
政
策
研
究
大
学
院
大
学
教
授

濱
口
桂
一
郎

は
ま
ぐ
ち
・
け
い
い
ち
ろ
う

１
９
５
８
年
生
ま
れ
。
83
年
東
京
大
学
法

学
部
卒
業
後
、
労
働
省
（
現
・
厚
生
労
働

省
）
に
入
省
。
95
〜
98
年
欧
州
連
合
日
本

政
府
代
表
部
一
等
書
記
官
。
03
年
よ
り
東

京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
附
属

比
較
法
政
国
際
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
。
05

年
７
月
よ
り
現
職
。

子
化
対
策
を
打
ち
出
し
、
そ
の
中
の
仕
事

と
子
育
て
の
両
立
支
援
と
い
う
課
題
に
応

え
る
法
政
策
と
し
て
、
２
０
０
１
年
の
育

児
・
介
護
休
業
法
の
改
正
、
２
０
０
３
年

の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
、
２
０

０
４
年
の
育
児
・
介
護
休
業
法
の
改
正
が

陸
続
と
行
わ
れ
て
き
た
。

そ
の
際
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
政
策
の
進
ん
だ
例
と
し
て
欧
州
、
特
に

北
欧
諸
国
が
紹
介
さ
れ
、
そ
う
い
っ
た
政

策
に
よ
っ
て
少
子
化
に
歯
止
め
が
か
け
ら

れ
、
出
生
率
が
上
昇
に
転
じ
て
き
た
と
紹

介
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
政
策
推
進

の
た
め
の
戦
術
と
し
て
は
理
解
し
う
る

し
、
ま
た
事
実
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
の
だ
が
、
あ
た
か
も
欧
州
の

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
政
策
が
出

生
率
向
上
を
最
大
の
政
策
目
標
と
し
て
推

進
さ
れ
て
き
た
か
の
ご
と
き
イ
メ
ー
ジ
を



よ
っ
て
も
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実

際
、
１
９
７
０
年
代
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
以

来
、
欧
州
諸
国
が
と
っ
て
き
た
政
策
は
、

中
高
年
者
に
早
期
退
職
年
金
を
給
付
し
た

り
、
福
祉
給
付
に
移
行
さ
せ
た
り
し
て
、

失
業
率
の
分
母
か
ら
外
し
て
し
ま
お
う
と

い
う
や
り
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
し
か
し
、

年
金
や
福
祉
給
付
を
増
大
さ
せ
、
労
働
力

に
残
っ
た
者
の
税
金
や
社
会
保
障
負
担
を

重
く
し
、
社
会
全
体
の
持
続
可
能
性
を
損

な
う
こ
と
に
な
る
。
今
後
の
高
齢
化
社
会

を
考
え
れ
ば
、
働
く
能
力
の
あ

る
人
々
に
は
全
て
働
い
て
も
ら

う
フ
ル
就
業
社
会
を
目
指
す
必

要
が
あ
る
。

こ
こ
か
ら
Ｅ
Ｕ
は
、
一
定
世

代
の
全
て
の
人
口
を
分
母
に
と

り
、
現
実
に
就
労
し
て
い
る
者

の
数
を
分
子
に
と
り
、
労
働
市

場
内
の
失
業
者
で
あ
ろ
う
が
労

働
市
場
外
の
無
業
者
で
あ
ろ
う

が
、
働
い
て
い
な
い
人
間
が
多

け
れ
ば
そ
の
値
が
下
が
る
よ
う

な
指
標
と
し
て
「
就
業
率
」
を

選
び
、
そ
の
向
上
、
す
な
わ
ち

社
会
の
中
で
現
実
に
働
い
て
い

る
人
の
割
合
を
増
や
す
こ
と
を

全
加
盟
国
共
通
の
最
大
の
政
策

現
時
点
の
雇
用
指
針
（
２
０
０
５
〜
２

０
０
８
年
）
で
は
、
女
性
の
就
業
率
を
２

０
１
０
年
ま
で
に
60
％
に
引
き
上
げ
る
と

い
う
目
標
が
引
き
続
き
掲
げ
ら
れ
る
と
と

も
に
、
指
針
第
18
と
し
て
「
仕
事
へ
の
ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
促
進
す

る
」
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
中
に
「
仕
事
と

私
生
活
の
よ
り
よ
い
両
立
と
ア
ク
セ
ス
し

や
す
く
利
用
し
や
す
い
保
育
施
設
や
他
の

要
介
護
者
の
介
護
の
提
供
」
が
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
数
値
目
標
と
し

て
、
２
０
１
０
年
ま
で
に
、
３
歳
か
ら
就

就
業
率
が
Ｅ
Ｕ
の
雇
用
社
会
政
策
の
最
大

の
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
だ
。

Ｅ
Ｕ
が
「
フ
ル
就
業
社
会
」
を

め
ざ
す
必
要
性

一
体
な
ぜ
「
就
業
率
」
な
の
か
。
通
常
、

雇
用
政
策
の
指
標
と
し
て
使
わ
れ
る
の
は

失
業
率
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
失

業
率
を
下
げ
る
と
い
う
目
標
は
、
失
業
者

を
就
職
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
だ
け
で
な

く
、
失
業
者
を
非
労
働
力
化
す
る
こ
と
に

目
標
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
政
策
を
雇
用
戦
略
で
は

f
u
ll

em
p
loy
m
en
t

と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ

を
旧
来
の
用
語
で
あ
る
「
完
全
雇
用
」
と

訳
し
た
の
で
は
全
く
そ
の
意
味
が
伝
わ
ら

な
い
。
労
働
市
場
の
外
側
に
い
る
人
々
を

労
働
市
場
の
内
側
に
連
れ
て
く
る
と
い
う

意
味
を
表
す
た
め
に
、
筆
者
は
「
フ
ル
就

業
」
と
訳
し
て
い
る
。

フ
ル
就
業
戦
略
の
３
つ
の
タ

ー
ゲ
ッ
ト

こ
の
フ
ル
就
業
戦
略
の
主
な
タ
ー
ゲ
ッ

ト
が
３
つ
あ
る
。
第
１
は
ま
だ
ま
だ
働
け

る
の
に
早
期
引
退
し
て
し
ま
っ
た
高
齢
者

で
あ
り
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
エ
イ
ジ
ン
グ：

A
ctiv
e
ag
in
g

）、
第
２
は
十
分
働
け
る

の
に
福
祉
給
付
に
依
存
し
て
生
活
し
て
い

る
人
々
で
あ
る
（
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
・
ト

ゥ
・
ワ
ー
ク：

W
elfare

to
W
ork

）。

そ
し
て
第
３
は
、
こ
れ
ら
と
と
も
に
政
策

の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
家
事
や
育

児
、
介
護
負
担
の
た
め
に
本
来
な
ら
働
け

る
の
に
働
け
て
い
な
い
（
主
と
し
て
女
性

の
）
人
々
で
あ
り
、
彼
ら
（
彼
女
ら
）
を

労
働
力
化
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
政
策

と
し
て
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
が

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
て
い
る
が
、
休
業
の
権
利
は
譲
渡

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
明
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
夫
婦
の
双
方
が

と
れ
ば
１
人
の
子
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
６

カ
月
ま
で
取
得
で
き
る
が
、
一
方
（
母
親
）

の
み
が
と
る
の
で
あ
れ
ば
３
カ
月
ま
で
し

か
と
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
父
親

の
３
カ
月
分
を
母
親
が
取
得
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

こ
の
思
想
を
よ
り
明
確
に
打
ち
出
し
て

い
る
の
が
、
２
０
０
０
年
の
雇
用
社
会
相

で
あ
る
。
会
社
も
無
理
解
で
、
育
児
休
業

を
取
っ
た
数
少
な
い
男
性
に
プ
レ
ッ
シ
ャ

ー
が
か
か
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
う
い
う

家
父
長
的
文
化
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
大

陸
諸
国
よ
り
も
か
な
り
長
い
男
性
の
労
働

時
間
の
た
め
に
、
父
親
が
家
庭
責
任
を
果

た
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
。な

お
、
福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
論
と
し
て
、

Ｅ
Ｕ
諸
国
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
興
味
深

い
分
類
が
さ
れ
て
い
る
（
＊
注
１
）。
日
本

は
ど
こ
に
入
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

学
時
ま
で
の
子
ど
も
の
少
な
く
と
も

90
％
、
３
歳
未
満
の
子
ど
も
の
少
な
く
と

も
33
％
に
保
育
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

男男
女女
均均
等等
政政
策策
とと
しし
てて
のの

ワワ
ーー
クク
・・
ララ
イイ
フフ
・・
ババ
ララ

ンン
スス

と
は
い
え
、
Ｅ
Ｕ
で
も
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
男
女
均
等
政
策
の
重
要

な
一
翼
で
あ
る
。
既
に
１
９
８
３
年
に
欧

州
委
員
会
は
「
育
児
休
業
と
家
庭
責
任
に

よ
る
休
業
に
関
す
る
指
令
案
」
を
提
案
し
、

イ
ギ
リ
ス
以
外
の
諸
国
の
賛
成
を
得
て
い

た
が
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
「
父
親
に
ま

で
育
児
休
業
を
与
え
る
の
は
企
業
に
と
っ

て
負
担
だ
」
と
強
硬
に
反
対
し
、
採
択
に

至
ら
な
か
っ
た
。
同
指
令
は
、
１
９
９
６

年
に
な
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
労
使
団
体

間
の
労
働
協
約
を
そ
の
ま
ま
指
令
化
す
る

と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
法
制
化

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

男
女
均
等
政
策
と
し
て
は
、
育
児
休
業

に
せ
よ
他
の
施
策
に
せ
よ
、
男
女
が
と
も

に
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
に
参
加
す
る
こ

と
が
重
要
な
目
標
と
な
る
。
上
記
育
児
休

業
指
令
で
も
、
休
業
期
間
は
最
低
３
カ
月

理
事
会
の
「
女
性
と
男
性
の
家
庭
生
活
と

職
業
生
活
へ
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
参
加

に
関
す
る
決
議
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ま
ず
産
前
産
後
の
母
親
出
産
休
暇
と
は
別

に
、
働
く
男
性
の
個
人
の
権
利
と
し
て
妻

の
出
産
時
に
夫
が
と
る
父
親
出
産
休
暇
の

権
利
を
確
立
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
、
さ

ら
に
働
く
男
性
に
「
家
庭
生
活
に
主
た
る

支
援
を
提
供
す
る
よ
う
な
権
利
」、
つ
ま

り
休
暇
ま
で
い
か
な
い
が
一
定
の
労
働
時

間
短
縮
の
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
を
検
討

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
を
反
映

し
て
、
２
０
０
２
年
の
改
正
男
女
均
等
待

遇
指
令
で
は
、
父
親
出
産
休
暇
に
関
す
る

規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
背
景
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も

職
場
と
家
庭
へ
の
男
女
の
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
参
加
と
い
う
の
は
ま
だ
ま
だ
で
あ
っ

て
、
家
庭
責
任
の
男
女
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

と
い
う
理
想
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
る
の

は
北
欧
諸
国
な
ど
一
部
に
限
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
欧
州
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
ド
イ

ツ
で
は
育
児
休
業
を
取
る
男
性
は
１
〜

２
％
に
過
ぎ
な
い
し
、
取
っ
て
も
短
期
間

で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
な
ど
南

欧
諸
国
で
は
、
未
だ
に
子
供
の
世
話
は
母

親
の
責
任
だ
と
い
う
文
化
的
信
念
が
強
固

で
、
育
児
休
業
を
取
る
男
性
は
極
め
て
稀

北　欧 皆が稼ぎ手（everyone a breadwinner.）
スウェーデン、デンマーク、フィンランド、オランダ

大陸１ 男性が稼ぎ手（modified male breadwinner）
ベルギー、フランス

大陸２ 男性が稼ぎ手（male breadwinner）
ドイツ、オーストリア、ルクセンブルク

リベラル 一人以上の稼ぎ手（more than one breadwinner）
イギリス、アイルランド

地中海 稼ぎ手としての家族（family as breadwinner）
イタリア、ギリシア、スペイン、ポルトガル
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工
場
で
の
作
業
風
景
（
ド
イ
ツ
）

工
場
で
の
昼
食
休
憩
風
景
（
ド
イ
ツ
）

オ
フ
ィ
ス
風
景
（
ド
イ
ツ
）
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を
主
眼
と
し
て
立
法
化
が
行
わ

れ
た
。
１
９
９
３
年
の
労
働
時

間
指
令
は
、
週
最
長
48
時
間
労

働
を
定
め
る
と
と
も
に
、
１
日

最
低
連
続
11
時
間
の
休
息
期

間
、
１
週
最
低
１
日
の
休
日
等

を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
点
は

現
在
の
日
本
に
と
っ
て
も
大
変

示
唆
的
で
あ
る
が
（
＊
注
２
）、

逆
に
現
行
指
令
に
お
い
て
は
ワ

ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の

視
点
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
示

さ
れ
て
い
な
い
。

２
０
０
４
年
に
提
案
さ
れ
た

同
指
令
改
正
案
で
も
具
体
的
な

規
定
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た

が
、
２
０
０
５
年
の
欧
州
議
会

の
修
正
案
で
は
、
使
用
者
が
特

定
の
パ
タ
ー
ン
で
労
働
を
編
成
し
よ
う
と

す
る
際
に
は
、
労
働
者
の
仕
事
と
家
庭
生

活
を
両
立
す
る
ニ
ー
ズ
を
考
慮
す
べ
き
と

さ
れ
、
特
に
労
働
者
が
労
働
時
間
と
労
働

パ
タ
ー
ン
の
変
化
を
請
求
す
る
権
利
を
有

し
、
使
用
者
は
こ
の
請
求
を
公
正
に
考
慮

す
る
義
務
を
負
い
、
使
用
者
の
不
利
益
が

労
働
者
の
利
益
よ
り
も
不
釣
り
合
い
に
大

き
い
場
合
で
な
け
れ
ば
当
該
請
求
を
拒
否

で
き
な
い
と
い
う
規
定
を
求
め
て
い
る
。

で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
は
、
家
庭
責
任
や

教
育
訓
練
と
の
両
立
を
容
易
に
す
る
い
わ

ば
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
い
し

個
人
生
活
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
フ
レ
ク
シ
ビ

リ
テ
ィ
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
両
義
性
が
、
フ
レ
ク
シ
ビ
リ
テ
ィ
と

い
う
概
念
を
や
や
混
乱
し
た
も
の
に
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

個
人
生
活
に
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
フ
レ
ク

シ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
上
記

雇
用
指
針
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

近
年
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が

唱
道
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
未
だ
具

体
的
な
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
載
っ
て
く
る

段
階
に
は
達
し
て
お
ら
ず
、
Ｅ
Ｕ
の
政
策

労労
働働
時時
間間
政政
策策
とと
しし
てて
のの

ワワ
ーー
クク
・・
ララ
イイ
フフ
・・
ババ
ララ

ンン
スス

Ｅ
Ｕ
の
労
働
時
間
政
策
は
、
１
９
７
０

年
代
か
ら
１
９
８
０
年
代
に
か
け
て
は
ワ

ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、
つ
ま
り
労
働
時
間

短
縮
に
よ
る
雇
用
創
出
が
議
論
の
中
心
で

あ
り
、
そ
の
後
１
９
９
０
年
代
に
は
労
働

安
全
衛
生
、
つ
ま
り
労
働
者
の
健
康
を
確

保
す
る
た
め
の
休
息
期
間
や
休
日
の
確
保

こ
れ
に
対
し
、
そ
の
後
の
欧
州
委
員
会
の

修
正
案
で
は
、
使
用
者
は
当
該
請
求
を
検

討
す
る
義
務
を
負
う
の
み
で
あ
っ
て
、
拒

否
権
は
制
限
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
緩

や
か
な
配
慮
義
務
と
い
う
規
定
ぶ
り
に
な

っ
て
い
る
。

同
改
正
案
は
、
い
わ
ゆ
る
オ
プ
ト
ア
ウ

ト
（
週
労
働
時
間
の
適
用
除
外
）
や
待
機

時
間
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
加
盟
国
間
で
対

立
が
続
い
て
お
り
、
現
時
点
で
な
お
採
択

の
見
通
し
は
つ
い
て
い
な
い
が
、
何
ら
か

の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
す

る
規
定
は
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。一

方
、
労
働
時
間
政
策
の
焦
点
は
、
１

９
９
０
年
代
半
ば

以
降
、
フ
レ
ク
シ

ビ
リ
テ
ィ
（
弾
力

性
）
を
志
向
す
る

方
向
に
進
ん
で
い

る
。
こ
れ
は
一
方

で
は
、
労
働
需
要

の
変
動
に
機
敏
に

対
応
で
き
る
い
わ

ば
ビ
ジ
ネ
ス
・
フ

レ
ン
ド
リ
ー
な
フ

レ
ク
シ
ビ
リ
テ
ィ

を
意
味
す
る
も
の

特特集集＝＝ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンスス

研
究
機
関
で
い
く
つ
か
の
提
言
が
示
さ
れ

て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

例
え
ば
、
欧
州
委
員
会
の
外
郭
団
体
で

あ
る
欧
州
生
活
労
働
条
件
改
善
財
団
（
ダ

ブ
リ
ン
財
団
）
が
２
０
０
３
年
に
刊
行
し

た
『
職
業
生
涯
に
わ
た
る
新
た
な
時
間
編

成
』（
＊
注
３
）
と
題
す
る
報
告
書
で
は
、

ラ
イ
フ
コ
ー
ス
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
れ

ま
で
の
「
教
育
訓
練→

フ
ル
タ
イ
ム
就
業

→

引
退
段
階
」（
男
性
）、「
教
育
訓
練→

第

１
段
階
の
稼
得
就
業→

家
族
世
帯
段
階

（
並
行
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
も
可
能
）

→

第
２
段
階
の
稼
得
就
業
（
も
可
能
）→

介
護
段
階
（
並
行
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就

労
も
可
能
）→

引
退
段
階
」（
女
性
）と
い
う

年
齢
別
の
在
り
方
か
ら
、
各
年
齢
を
通
じ

て
教
育
と
労
働
と
余
暇
時
間
が
並
行
し
て

行
わ
れ
る
よ
う
な
モ
デ
ル
を
展
望
し
、
こ

れ
を
支
援
促
進
す
る
よ
う
な
新
た
な
制
度

設
計
を
考
え
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
２
０
０
５
年
の
『
ラ
イ
フ
コ

ー
ス
に
わ
た
る
労
働
時
間
選
択：

社
会
保

障
の
構
造
を
変
え
る
』（
＊
注
４
）
で
は
、

福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
論
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

生
涯
に
わ
た
る
労
働
時
間
配
分
で
あ
る
時

期
に
就
業
を
中
断
し
た
り
労
働
時
間
を
減

少
さ
せ
る
こ
と
が
本
人
に
と
っ
て
リ
ス
ク

と
な
ら
な
い
よ
う
な
、
よ
り
普
遍
主
義
的

な
社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
を
目
指
す
べ

き
だ
と
提
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
労
働

市
場
か
ら
の
不
本
意
な
排
除
を
防
止
し
、

そ
の
活
性
化
と
労
働
市
場
へ
の
統
合
を
目

指
す
点
で
労
働
力
の
商
品
化
戦
略
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
れ
を
特
定
の
雇
用
関
係
へ

の
依
存
か
ら
切
り
離
し
、
人
生
の
任
意
の

時
点
で
自
由
に
就
業
に
関
す
る
意
思
決
定

が
で
き
る
独
立
性
を
与
え
る
点
で
そ
の
脱

商
品
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
も
言
え

る
。一

方
労
働
側
で
も
、
欧
州
労
研
が
１
９

９
９
年
に
刊
行
し
た
『
労
働
時
間
政
策
の

新
た
な
道
』
に
お
い
て
「
全
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
に
わ
た
る
労
働
時
間
の
概
念
化
」（
＊

注
５
）
と
い
う
論
文
が
書
か
れ
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
や
有
給
休
暇
制
度
を
通
じ
た

生
涯
労
働
時
間
政
策
の
樹
立
を
唱
っ
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
、
現
時
点
で
は
な
お
法
政

策
と
し
て
形
成
途
上
に
あ
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
こ
の
生
涯
に
わ
た
る
労
働
時
間
配

分
と
い
う
視
点
は
、
今
後
の
労
働
時
間
法

政
策
の
方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
方
向
を
先
取
り
し
た
政
策
と
し
て

興
味
深
い
例
が
、
ベ
ル
ギ
ー
の
キ
ャ
リ
ア

休
暇
制
で
あ
る
。
１
９
８
５
年
に
導
入
さ

れ
た
時
に
は
、
休
暇
の
代
替
と
し
て
失
業

者
を
雇
い
入
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

を
狙
っ
た
政
策
で
あ
っ
た
が
、
２
０
０
１

年
に
労
使
交
渉
に
よ
っ
て
時
間
ク
レ
ジ
ッ

ト
制
に
転
換
し
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
政
策
に
純
化
さ
れ
た
。
休
暇
の
取

得
理
由
に
制
限
は
な
い
が
、
育
児
、
家
族

看
護
及
び
末
期
看
取
り
と
い
っ
た
テ
ー
マ

休
暇
の
場
合
に
は
使
用
者
は
申
請
を
拒
否

で
き
ず
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
企
業
労

働
力
の
５
％
を
上
限
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
完
全
休
暇
及
び
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
勤
務

の
上
限
は
１
年
だ
が
、
労
使
協
定
で
５
年

ま
で
延
長
で
き
る
。
休
暇
中
の
労
働
者
に

は
月
５
０
０
ユ
ー
ロ
の
手
当
が
連
邦
政
府

か
ら
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス

政
府
は
月
１
５
０
ユ
ー
ロ
の
上
乗
せ
給
付

を
設
け
て
い
る
。

＊注１：Mia Latta, Wendy O'Conghaile, "Aspirations, Restrictions and Choices - Combining Life 
and Work in the EU," European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, 2001

＊注２：濱口桂一郎「ホワイトカラーの労働時間法制の課題」『IMFJC』2005夏号

＊注３：Gerhard Naegele, "A new organisation of time over working life," European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, 2003

＊注４：Dominique Anxo, Jean-Yves Boulin, "Working time options over the life course: Changing 
social security structures," European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2005

＊注５：Jean-Yves Boulin, Reiner Hoffmann, "The conceptualisation of working time over the 
whole life cycle," European Trade Union Institute, 1999
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