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|｢地方分権」 で何が変わる？リレー対談第5回

どうなる‘‘人権としての社会保障''一福祉行政一
小学校以来の同級生を伴って現

れた井上先生は、金沢市の福祉

行政に参加する経験をふまえ、

ユーモアを交えて柔軟に展望を

聞かせてくれた。「分権」や「構

造改革」の“看板に偽りあり”

の側面もあるが、功罪二面性が

せめぎあう時代だ。現場には変

化を容認する空気もあり、原則

を実践につなげて種み上げてい

く作業こそ必要と説く。

ま

専修大学法学部教授
しらふじひろゆき

白藤博行

金沢大学法学部教授’'1
いのう えひでおを

井 上英夫<
1947年、崎.E県秩父市唯ま

れ。早稲ill大学卒業後、茨城

大学を総て現職。帯il'ドは『尚

齢淵･の人椛が生きる地域づく

I)_I(rl治体研究社)など多数。

1952年、.finl0l生まれ。

名i1握大学大学院博士,Ⅲ蝦
l仙位修榔｡Wl111は行政法。

瀞に『自論体の｢市珊化｣」
（〔1治体研究社）等。

白
藤
桶
祉
分
野
の
地
方
分
椛
改
革
で
は
、
老
人
保
健
施
設
の
開
設
鰈

の
許
可
の
事
務
が
自
治
聯
務
に
さ
れ
る
一
方
で
、
生
活
保
謹
の
決
定
・

実
施
に
関
す
る
事
務
等
が
法
定
受
託
事
務
に
さ
れ
る
な
ど
、
自
治
珊
務

が
増
大
し
た
と
は
簡
単
に
言
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
特
徴
的
な
の
は
、
自

治
事
務
に
つ
い
て
の
則
の
直
接
執
行
が
大
変
多
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
．
こ
れ
ま
で
も
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
設
世
者

ま
た
は
事
業
者
に
対
し
て
、
施
設
の
改
善
命
令
ま
た
は
認
可
の
取
消
、

郡
業
の
停
止
命
令
な
ど
の
椛
限
が
、
郡
道
府
県
知
事
と
厚
生
大
臣
に
並

行
的
に
与
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
入
所
者
の
保
謹
の
た

め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
」
に
代
表
さ
れ
る
場
合
な
ど
の
厚
生
大
臣

の
直
接
執
行
が
、
随
所
に
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
愈
味
で
、
必
ず
し
も
分

椛
一
本
や
り
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
ま
ず
福
祉
に
お
け
る
分
椛
改
難
を

ど
う
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

分
椛
改
革
の
中
で
本
来
の
柵
祉
が

井
上
分
椛
改
革
以
前
に
‘
福
祉
の
領
域
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
は
よ
り
身

近
な
と
こ
ろ
で
行
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
柵
祉
サ
ー
ビ
ス
の
本
質
で
、
・
人
ひ
と
り
の
個
別
の
ニ
ー
ズ
に

対
し
て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
が
本
来
の
目
的
で
す
か
ら
、

小
さ
な
自
治
体
ほ
ど
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
自
治
体
の
規
模
が
問

わ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
福
祉
か
ら
見
る
と
、
む
し
ろ
後
か
ら
そ
こ
に

分
椛
改
革
が
虹
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
住
民
の
他
康
や
安
心
を
保
障
す
る
の
が
補
祉
法
制
皮
の
趣
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し
よ
う
と
し
て
政
府
に
要
請
し
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
介
護
保
険
の
事
業
計
画
を
現
場
で
つ
く
る
策
定
委
員
を

し
て
い
る
立
場
か
ら
見
る
と
、
力
関
係
が
変
わ
っ
て
来
た
な
と
い
う
印

象
を
も
ち
ま
す
。
金
沢
市
の
場
合
、
中
核
市
に
な
っ
た
こ
と
も
大
き
い

の
で
す
が
、
権
限
が
あ
る
程
度
拡
大
す
る
と
戦
員
が
張
り
切
り
ま
す
。

「
中
核
市
に
ふ
さ
わ
し
い
レ
ベ
ル
に
」
と
い
う
気
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
、
新
た
に
職
員
研
修
な
ど
も
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た

職
員
の
意
識
改
革
は
大
き
い
と
思
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
中
核
市
に

な
っ
た
か
ら
張
り
切
る
と
い
う
の
は
、
国
が
い
ち
ば
ん
偉
く
て
村
が
い

ち
ば
ん
下
と
い
う
考
え
方
が
根
底
に
あ
っ
て
、
本
来
の
意
味
の
地
方
自

治
の
糖
神
の
発
揮
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
が
、
自
治
意
識
が
芽
生
え
て

き
て
い
る
の
も
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。

「
こ
れ
か
ら
は
自
治
体
が
し
っ
か
り
や
り
な
さ
い
」
と
、
国
も
言
っ
て

い
る
。
確
か
に
、
自
治
体
間
競
争
を
あ
お
っ
て
い
る
の
は
国
の
責
任
逃

れ
だ
け
れ
ど
も
、
あ
お
ら
れ
た
ほ
う
は
「
そ
う
か
」
と
思
い
こ
む
と
い

う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ど
う
制
度
の
発
展
に
生
か
す
か
を
考
え

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

各
領
域
に
ミ
ニ
マ
ム
が
あ
る
の
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム

白
藤
国
の
強
い
関
与
は
、
事
後
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
意
味
で
と
く
に
力

を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
自
治
体
の
自
由
に
き
せ
る
と
こ
ろ

は
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
ね
。
つ
ま
り
、

財
政
的
支
援
は
し
な
い
が
、
や
り
た
か
っ
た
ら
勝
手
に
ど
う
ぞ
と
泳
が

せ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
事
後
的
な
関
与
と
い
う
形
で
ど
う
し
て
も
譲

れ
な
い
部
分
は
介
入
す
る
。

そ
の
意
味
で
、
福
祉
の
領
域
は
財
源
保
障
な
し
で
、
自
治
体
の
お
手

並
み
拝
見
と
決
め
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
環
境
問

題
で
す
と
、
自
治
体
に
は
一
生
懸
命
や
れ
と
は
言
っ
て
も
、
自
治
体
の

意
思
ど
お
り
企
業
の
排
出
規
制
を
厳
し
く
し
て
い
い
と
は
言
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
福
祉
は
、
環
境
行
政
領
域
に
も
増
し
て
国
の
責
任
が
も
っ

と
も
問
わ
れ
る
分
野
で
す
よ
ね
。

井
上
「
分
権
」
Ⅱ
一
○
○
％
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で

す
。
一
つ
は
生
活
保
護
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
の
磯
論
か
ら
す

れ
ば
、
福
祉
の
権
利
の
平
等
性
か
ら
言
っ
て
、
国
家
が
関
与
し
て
最
低

ラ
イ
ン
を
確
保
せ
よ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
逆
の
意

味
で
自
治
体
の
裁
量
を
拡
大
す
る
ほ
う
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
の
で

す
。
そ
れ
は
、
生
活
保
謹
に
つ
い
て
は
国
が
統
制
し
，
国
の
関
与
を
強

め
る
よ
う
な
主
張
が
さ
れ
て
き
た
結
果
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム

を
引
き
下
げ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
形
成
を
遅
ら
せ
る
方
向
に
作
用
し
て

こ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

生
活
保
護
に
ミ
ニ
マ
ム
が
あ
る
の
な
ら
、
他
の
領
域
、
所
得
保
障
は

も
ち
ろ
ん
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
、
施
設
や
住
宅
、
医
療
保
障
、
教
育
等
で
も

ミ
ニ
マ
ム
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
そ
う
は
発
展
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
日
本
は
、
ミ
ニ
マ
ム
Ⅱ
生
活
保
護
と
い
う
貧
弱
な
形
で
す
。
本
来

は
、
各
領
域
に
ミ
ニ
マ
ム
が
あ
っ
て
、
な
お
最
後
の
安
全
網
と
し
て
の

公
的
扶
助
〈
生
活
保
護
等
）
が
あ
る
の
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
論
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で
す
。
だ
か
ら
、
国
は
生
活
保
護
だ
け
め
ん
ど
う
を
み
ま
す
、
あ
と
は

自
治
体
で
ど
う
ぞ
、
と
い
う
低
い
レ
ベ
ル
の
議
論
を
貯
し
て
き
た
の
は
、

生
活
保
護
個
重
で
き
た
か
ら
で
す
よ
。
本
来
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で

ミ
ニ
マ
ム
を
つ
く
り
あ
げ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
国
に
責
任
を
も
た
せ
、

プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
部
分
は
自
治
体
の
責
任
だ
と
い
う
理
屈
を
立
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

「
最
低
限
度
」
の
２
つ
の
意
味

白
藤
と
こ
ろ
が
一
部
の
研
究
者
の
間
で
は
、
も
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ

ニ
マ
ム
は
達
成
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
あ
と
は
自
治
体
の
努
力
だ
と
い
う

大
ざ
っ
ぱ
な
議
詰
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
は
、
福
祉
の
テ
ー
マ
を
単
に

公
的
扶
助
”
弱
者
救
済
と
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
人
す
べ
て
に
と
っ

て
の
福
祉
だ
と
い
う
、
福
祉
の
考
え
方
を
根
底
か
ら
変
え
て
し
ま
う
議

洽
に
つ
な
が
り
ま
す
。

井
上
そ
れ
は
貧
困
な
考
え
方
で
あ
っ
て
、
生
活
保
護
水
準
が
ミ
ニ
マ

ム
だ
と
い
う
発
想
で
い
る
か
ら
、
”
達
成
き
れ
た
“
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
し
ょ
う
。
本
来
の
ミ
ニ
マ
ム
は
、
憲
法
だ
っ
て
「
健
康
で
文
化

的
な
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
日
本
の
経
済
力
な
ど
を
考
え
れ

ば
も
っ
と
ず
っ
と
高
い
水
準
で
あ
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
裁
判
所
で
さ
え

認
め
て
い
ま
す
（
中
嶋
訴
訟
福
岡
高
裁
判
決
、
高
訴
訟
金
沢
地
裁
判
決

等
）
。
私
は
、
ミ
ニ
マ
ム
自
体
を
も
っ
と
豊
か
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
た

い
の
で
す
が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
厚
み
が
全
然
違
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
二
四
時
間
体
制
が
介
護
の
ミ
ニ
マ
ム
だ
と
思
う
し
、
医
療
で

言
え
ば
最
高
水
準
の
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
ミ
ニ
マ
ム
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。

白
藤
憲
法
の
「
健
康
で
文
化
的
な
」
の
中
身
は
、
そ
の
水
準
を
傾
向

的
に
高
め
て
行
く
国
家
の
責
務
と
、
そ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

国
民
の
基
本
権
を
定
め
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
国
が
果
た
さ
な
い
場
合
、

自
治
体
は
国
に
代
わ
っ
て
、
あ
る
い
は
地
方
自
治
の
観
点
か
ら
、
自
ら

の
住
民
に
対
し
て
こ
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
は
当
然
で
す
。
「
最
低
限

度
」
に
と
ど
ま
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

井
上
「
最
低
限
度
」
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ

れ
は
、
保
障
す
べ
き
生
活
水
準
の
基
準
と
し
て
の
意
味
と
国
家
が
果
た

す
べ
き
義
務
の
水
準
を
示
す
基
準
、
つ
ま
り
医
療
で
言
え
ば
、
現
在
の

最
高
水
準
の
医
療
を
提
供
す
る
の
が
国
家
の
最
低
の
義
務
と
な
り
ま

す
。
そ
の
二
つ
の
意
味
を
、
「
構
造
改
革
」
や
公
平
論
を
唱
え
る
人
達
は

混
同
ぎ
せ
て
い
る
。
「
最
低
限
度
」
に
比
重
を
置
き
過
ぎ
る
と
、
ぎ
り
ぎ

り
の
、
あ
る
い
は
緊
急
的
な
最
低
生
活
保
障
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、

も
う
す
べ
て
の
人
に
平
等
に
保
障
き
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
と
は
世

代
間
等
の
ち
ょ
っ
と
し
た
凸
凹
が
問
題
と
な
り
、
公
平
を
実
現
す
る
こ

と
が
課
題
だ
と
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
実
は
、
普
遍
性
を
い
い
な
が

ら
選
別
化
に
つ
な
が
る
議
論
で
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
人
は
働
い

て
い
る
人
た
ち
の
生
活
水
準
よ
り
低
く
て
い
い
と
い
う
「
劣
等
処
遇
」

の
考
え
方
が
根
強
く
存
在
す
る
。
「
ミ
ニ
マ
ム
」
の
あ
ま
り
の
貧
困
さ
と

同
時
に
、
こ
う
し
た
選
別
化
、
差
別
化
を
払
し
ょ
く
し
な
い
と
本
当
の

福
祉
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
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の
中
で
自
治
体
側
が
勝
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
逆

に
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
学
校
の
清
掃
な
ど
民
間
が
勝
っ
て
い
る
例
も
あ
り

ま
す
。
最
近
、
日
本
で
は
、
”
公
務
員
は
働
か
な
い
“
と
い
う
話
を
前
提

に
し
た
行
政
評
価
ば
か
り
目
立
つ
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
そ
の
点

で
「
構
造
改
革
」
議
に
お
い
て
は
、
権
利
保
障
や
公
行
政
の
後
退
と
い
っ

た
評
価
が
一
般
的
で
す
。

井
上
「
構
造
改
革
」
が
掲
げ
る
原
則
の
中
に
も
、
賛
成
で
き
る
部
分
と

反
対
の
部
分
が
あ
り
ま
す
。
「
選
択
」
「
人
間
の
尊
厳
」
「
自
己
決
定
」
と

い
っ
た
看
板
は
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
看
板
と
中
身

は
大
違
い
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
か
ら
「
羊
頭
狗
肉
」
に
は
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
外
国
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語
も
、
日
本
に

入
る
と
「
似
て
非
な
る
も
の
」
に
な
り
や
す
い
の
で
中
身
を
検
証
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
「
参
加
」
は
、
本
来
の
意
味
の
参
加
で
は
な
く
、
「
社
会
活
動

へ
の
参
加
」
、
つ
ま
り
突
き
詰
め
る
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
箱
出
し
て
や
り

わ
い
し
よ
う
か

ま
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
淺
小
化
さ
れ
て
い
る
。
一
番
大
事
な
参
加

は
、
政
策
決
定
過
程
、
実
施
過
程
へ
の
参
加
で
す
ね
。
そ
の
点
で
、
「
住

民
参
加
が
大
事
だ
と
政
府
関
係
の
審
議
会
も
言
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
、

行
政
の
中
に
決
定
過
程
へ
の
参
加
を
う
ま
く
根
づ
か
せ
る
よ
う
働
き
か

け
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

白
藤
「
構
造
改
革
」
が
言
わ
れ
る
背
景
に
、
「
福
祉
国
家
」
の
行
き
詰

ま
り
論
、
脱
福
祉
国
家
詮
が
あ
り
ま
す
ね
。

井
上
介
護
保
険
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
お
金
を
出
し
て
買
う
意

味
の
権
利
性
で
す
ね
。
し
か
し
、
権
利
と
し
て
の
社
会
保
障
の
意
味
は
、

お
金
が
な
い
人
で
も
社
会
保
障
を
受
け
て
人
間
ら
し
い
生
活
が
送
れ
る

と
い
う
「
人
権
と
し
て
の
社
会
保
障
」
で
す
ね
。
私
は
、
権
利
と
し
て

の
社
会
保
障
の
理
念
、
原
理
・
原
則
を
具
体
的
に
提
起
し
、
実
践
と
結

び
つ
け
る
こ
と
、
政
策
と
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
半
世
紀
の
社
会
保
障
制
度
の
発
展
や
生
活
の
変
化
を
踏
ま
え

て
、
原
則
を
実
践
に
つ
な
ぐ
作
業
を
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

１
』
』
ム
易
ノ
。

国
家
と
自
治
体
、
そ
れ
に
非
営
利
団
体
や
民
間
を
含
め
た
そ
れ
ぞ
れ

の
組
織
の
役
訓
を
、
改
め
て
考
え
直
す
。
資
産
調
査
に
象
徴
き
れ
る
生

活
保
護
行
政
は
ど
ん
な
に
改
善
し
て
も
人
間
の
尊
厳
を
傷
つ
け
て
し
ま

う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
制
度
自
体
を
別
の
、
例
え
ば
社
会
手
当
や
年
金

等
よ
り
尊
厳
を
保
障
し
や
す
い
制
度
に
変
え
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
う

い
う
議
論
を
も
っ
と
し
て
、
本
当
の
意
味
の
「
構
造
改
革
」
を
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
は
っ
き
り
言
っ
て
、
社
会
福
祉
の
基
礎
構
造
改
革
は
、
営

利
化
・
市
場
の
育
成
で
方
向
が
間
遮
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
「
人
権
」

を
対
置
し
て
、
人
権
保
障
を
宮
ら
の
役
割
と
す
る
新
し
い
国
家
像
を
描

き
、
個
人
の
生
活
↓
地
域
↓
自
治
体
そ
し
て
国
と
創
り
上
げ
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

白
藤
個
人
的
に
は
私
は
、
「
自
治
型
福
祉
増
進
国
家
」
と
で
も
言
え
る

鵡
蕊
鮮
蕊
喰
瀦
韓
謹
蕊
喝
㎡
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