
特集
は
じ
め
に
―

「
福
祉
」
と
い
う
言
葉
の
氾
濫

　

そ
も
そ
も
「
福
祉
」
と
は
何
で
し

ょ
う
。
こ
ん
に
ち
の
日
本
に
お
い
て
、

「
福
祉
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と

が
な
い
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
し

ょ
う
。
そ
れ
ほ
ど
私
た
ち
の
社
会
に

浸
透
し
て
い
ま
す
し
、
言
い
換
え
れ

ば
氾
濫
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
日

常
会
話
の
な
か
に
も
「
福
祉
」
の
話

題
が
頻
繁
に
登
場
し
ま
す
し
、
選
挙

が
あ
れ
ば
党
派
を
越
え
て
、
多
く
の

候
補
者
が
「
福
祉
」
の
充
実
を
掲
げ

て
も
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
単
語

で
す
が
、
い
や
誰
も
が
知
っ
て
い
る
単

語
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
意
味
や
内
容
を

深
く
考
え
た
こ
と
が
あ
る
人
は
少
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
「『
福
祉
』
と
は
何
だ
ろ
う
」

と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
、改
め
て
「
福
祉
」

の
意
味
や
そ
の
内
容
等
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
般
（
慣
用
）
的
な
理
解
は
…

　
「
福
祉
」
と
い
う
言
葉
が
公
式
に
登

場
し
た
の
は
、
1
9
4
6
（
昭
和
21
）

年
制
定
の
日
本
国
憲
法
第
25
条
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
条
文
に
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
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
」

と
。
こ
の
日
本
国
憲
法
か
ら
「（
社
会
）

福
祉
」
と
い
う
言
葉
が
一
般
化
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
は
「
福
祉
」

と
聞
く
と
直
感
的
に
何
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
か
。
た
ぶ
ん
介
護
、
高
齢
者
、

子
ど
も
、
そ
し
て
障
が
い
を
も
っ
た

方
々
へ
の
支
援
な
ど
を
思
い
浮
か
べ

る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
つ
ま
り
、「
福
祉
」
と
は
「
社
会

的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
人
々
へ
の
支

援
」
と
い
う
理
解
で
す
。
こ
の
よ
う

な
理
解
が
一
般
的
な
解
釈
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

国
語
辞
典
に
も
、「
福
祉
」
と
は
「
公

的
扶
助
や
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
生
活
の

安
定
、充
足
」（『
広
辞
苑
』
岩
波
書
店
）

と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
登

場
す
る
公
的
扶
助
は
「
最
低
生
活
の

保
障
を
目
的
と
し
て
、
生
活
困
窮
を

条
件
に
国
が
国
民
に
対
し
て
行
う
保

護
」（
同
上
）
の
こ
と
で
す
か
ら
、結
局
、

「
社
会
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
人
々

（
こ
こ
で
は
生
活
に
困
窮
し
て
い
る

人
々
）
へ
の
支
援
」
と
同
じ
よ
う
な

意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
単
に「
福
祉
」

で
は
な
く
、「
社
会
福
祉
」
と
な
る
と

よ
り
一
層
こ
の
よ
う
な
意
味
に
捉
え

る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
し
、「
児
童

福
祉
」
や
「
高
齢
者
福
祉
」
と
な
る
と
、

も
っ
と
具
体
的
に
も
な
っ
て
き
ま
す
。

　

少
し
難
し
い
言
葉
で
表
現
す
る
と
、

「（
社
会
）
福
祉
」
は
子
ど
も
、
高
齢

や
障
が
い
な
ど
で
生
活
上
何
ら
か
の

支
援
や
介
助
を
必
要
と
す
る
人
、
経

済
的
困
窮
者
・
ホ
ー
ム
レ
ス
な
ど
に

対
し
、
生
活
を
安
定
・
充
足
さ
せ
る

た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
社
会
的
に
提
供

す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の

制
度
や
設
備
を
整
備
す
る
こ
と
を
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

「
福
祉
」
は
一
部
の
人
々
を
対
象
と
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
言
い
換
え

る
と
「
福
祉
」
は
一
部
の
人
々
の
た

め
に
あ
る
と
い
う
解
釈
で
す
。
こ
れ

を
狭
義
の
「
福
祉
」
と
呼
び
ま
す
。

語
源
的
な
意
味
と
し
て
の

理
解
は
…

　

と
こ
ろ
が
、「
福
祉
」
を
こ
の
よ
う

に
理
解
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が

生
じ
ま
す
。「
福
祉
」
を
学
ん
だ
学
生

が
民
間
企
業
を
就
職
先
に
希
望
し
た

と
き
で
す
。
就
職
面
接
の
際
に
「
な

ぜ
『
福
祉
』
を
学
ん
で
民
間
企
業
を

希
望
し
た
の
か
。
学
ん
で
き
た
こ
と

と
や
り
た
い
こ
と
が
ズ
レ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
」
な
ど
と
面
接
官
か
ら

質
問
さ
れ
た
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。「
福
祉
」
と
は
「
社
会
的
に
弱

い
立
場
に
あ
る
人
々
へ
の
支
援
」
で

あ
り
、
一
部
の
人
々
の
た
め
に
あ
る

と
面
接
官
が
解
釈
し
て
い
た
の
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、「
福
祉
」
の
考
え
方

は
こ
れ
だ
け
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

こ
ま
で
は
一
般
（
慣
用
）
的
な
理
解

を
み
て
き
ま
し
た
が
、
次
に
語
源
的

な
意
味
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、「
福
祉
」
と
い
う
言
葉
を
「
福
」

と
「
祉
」
に
分
解
し
て
漢
和
辞
典
で

調
べ
て
み
ま
す
。「
福
」
と
は
「
さ
い

わ
い
。
し
あ
わ
せ
。
幸
福
」、「
祉
」
は

「
さ
い
わ
い
。
し
あ
わ
せ
。
神
か
ら
さ

ず
か
る
幸
福
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
（『
新
漢
和
辞
典
』
大
修
館
書
店
）。

つ
ま
り
、
い
ず
れ
も
「
さ
い
わ
い
。
幸

福
」
を
意
味
す
る
言
葉
の
よ
う
で
す
。

皆
さ
ん
は
こ
こ
で
疑
問
に
思
わ
れ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。「
し
あ
わ
せ
や
幸

福
は
h
a
p
p
y
（
ハ
ッ
ピ
ー
）
の

こ
と
で
は
な
い
か
」
と
。
確
か
に

h
a
p
p
y
も
幸
福
を
意
味
し
ま
す

が
、
き
わ
め
て
感
覚
的
・
主
観
的
で

そ
の
内
容
は
人
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
違

い
ま
す
。
私
は
「
福
祉
」
で
い
う
「
さ

い
わ
い
。
幸
福
」
は
「
わ
ざ
わ
い
」
を

減
少
・
緩
和
さ
せ
、
一
人
ひ
と
り
が

幸
せ
だ
と
感
じ
る
た
め
に
必
要
な
生

活
や
環
境
の
あ
り
よ
う
を
意
味
し
て

い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一

部
の
人
々
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、

す
べ
て
の
人
々
に
当
て
は
ま
る
こ
と

で
す
。
憲
法
第
13
条
や
第
29
条
の
条

文
に
登
場
す
る
「
公
共
の
福
祉
」
は

ま
さ
に
こ
の
考
え
方
に
該
当
す
る
の

で
す
。
こ
れ
を
広
義
の
「
福
祉
」
と

呼
び
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
上
述

し
た
面
接
官
の
質
問
に
は
次
の
よ
う

に
応
答
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。「
社

会
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
人
々
へ
の

支
援
を
含
む
に
し
て
も
、
一
人
ひ
と

り
、
あ
る
い
は
社
会
全
体
が
幸
せ
だ

と
感
じ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
や
環

境
の
あ
り
よ
う
に
も
視
点
を
置
い
て

学
ん
で
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
『
福
祉
』
の
視
点
・
考
え
方
・
学

び
方
は
い
ず
れ
の
職
域
で
も
活
か
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
」
と
。

実
践
と
し
て
の
「
福
祉
」

　

少
し
抽
象
的
な
話
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。「
福
祉
」
の
意
味
・
考
え

方
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
、
今
度
は
実

践
と
い
う
側
面
か
ら
具
体
的
に
「
福

祉
」
を
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
次
の
よ
う
な

事
例
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　

�　
　

�　
　

�　
　

　

Ａ
さ
ん
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
た
め
に
高
齢
者
の
介
護
施
設
を
訪

問
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
活
動
の
な

か
で
、
高
齢
者
の
方
の
車
椅
子
を
押

す
と
い
う
支
援
を
し
て
大
変
感
謝
さ

れ
ま
し
た
。
Ａ
さ
ん
は
大
い
に
や
り

が
い
を
感
じ
、
そ
の
後
も
積
極
的
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
ま
し
た
。
あ

る
時
、
別
の
施
設
で
車
椅
子
を
利
用

し
て
い
る
高
齢
者
の
方
に
同
じ
よ
う

な
支
援
を
し
ま
し
た
が
喜
ば
れ
ず
、
む

し
ろ
「
お
せ
っ
か
い
を
す
る
な
」
と

叱
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
　

�　
　

�　
　

�　
　

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
皆
さ
ん
は
ど

の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。
前
者
の
場

合
は
、
自
分
自
身
で
車
椅
子
を
操
作

で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
押
し
て
く

れ
た
行
為
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
と

思
わ
れ
ま
す
し
、
後
者
の
場
合
に
は
、

自
ら
操
作
で
き
る
に
も
拘
わ
ら
ず
Ａ

さ
ん
が
車
椅
子
を
押
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
ら
の
残
っ
て
い
る
能
力
が

奪
わ
れ
る
危
機
感
か
ら
機
嫌
を
害
し

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
車
椅
子
を
押

す
」
と
い
う
同
じ
行
為
で
あ
っ
て
も
、

人
に
よ
っ
て
求
め
て
い
る
も
の
や
必

要
と
す
る
も
の
が
違
う
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一

人
ひ
と
り
個
性
を
も
っ
た
人
間
に
対

し
て
同
じ
方
法
で
対
応
す
る
こ
と
は

効
果
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
人
間

が
人
間
に
接
す
る
際
に
「
こ
の
よ
う

に
す
れ
ば
良
い
」
と
い
う
絶
対
的
な

理
論
や
方
法
は
な
い
の
で
す
。
自
分

本
位
の
支
援
は
し
あ
わ
せ
の
押
し
売

り
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

従
来
の
狭
義
の
「
福
祉
」
の
領
域

に
お
い
て
は
、
身
体
的
、
精
神
的
、
経

済
的
、
社
会
的
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ

プ
の
あ
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
睡
眠
、

食
事
、
排
泄
な
ど
の
基
本
的
欲
求
を

充
足
す
る
面
で
の
援
助
を
中
心
に
行

っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
日
で

は
教
育
や
社
会
参
加
、
文
化
や
娯
楽

の
機
会
な
ど
を
得
る
こ
と
も
社
会
生

活
を
営
む
上
で
重
要
な
こ
と
で
す
。
ま

た
、
基
本
的
欲
求
や
社
会
生
活
の
基

本
を
満
た
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

れ
が
自
分
自
身
の
欲
求
で
あ
り
、
自

分
自
身
で
考
え
て
行
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
の
意

味
で
は
、
生
活
を
自
分
自
身
で
考
え
、

よ
り
よ
い
良
い
自
分
に
向
上
し
て
い

く
た
め
に
自
分
で
決
定
し
て
い
く

（『
自
己
実
現
』
を
図
る
）
よ
う
に
支

え
て
い
く
こ
と
が
「
福
祉
」
の
実
践

に
は
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
考

え
は
、
広
義
の
「
福
祉
」
へ
と
繋
が

る
の
で
す
。

お
わ
り
に
―

自
分
自
身
の
「
福
祉
」

　

ご
理
解
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
述
べ
て
き
ま
し

た
が
、
社
会
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る

人
々
へ
の
支
援
を
含
む
に
し
て
も
、

「
福
祉
」
は
一
部
の
人
々
に
限
定
し
た

も
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
の
生
活
・
環
境
そ
の
も
の
で
あ
る

と
い
え
ま
す
。
ま
た
、『
自
己
実
現
』

で
き
る
よ
う
支
え
て
い
く
こ
と
が
「
福

祉
」
の
実
践
な
ら
ば
、
最
終
的
に
は

自
分
自
身
の
自
己
実
現
が
テ
ー
マ
に

な
る
は
ず
で
す
。

　

つ
ま
り
、「
福
祉
」
は
与
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
テ
ー
マ

と
し
て
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
主
体
的

に
考
え
、
生
活
の
な
か
か
ら
作
り
上
げ

て
い
く
も
の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
、「
福
祉
」
と
は
何
か
に

つ
い
て
の
絶
対
的
な
解
答
は
あ
り
得
ま

せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
が
あ
り
得
る
こ
と
を
理
解
し
た
上

で
、
自
分
な
り
の
「
福
祉
観
」
を
も
て

ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
拙
文
が
皆
さ
ん

の
「
福
祉
」
を
考
え
る

際
の
参
考
に
な
れ
ば
幸

い
で
す
。

「福祉みやぎ」は、全ページの下部隅に「ＳＰコード」を入れています。これを専用の読み取り装置「スピーチオ」に通すと、
紙面に印刷された活字の情報を音声で聞くことができます。高齢者や視覚障害者の方の情報手段として有効です。

福
祉
っ
て
何
だ
ろ
う
？

～
東
北
福
祉
大
学 

阿
部
裕
二
教
授 

特
別
寄
稿
～

［参考文献］武川正吾「福祉社会」（有斐閣アルマ）、正村公宏「福祉国家から福祉社会へ」（筑摩書房）など

現在、東北福祉大学総

合福祉学部教授。1959

（昭和34）年福島県生ま

れ。東北学院大学大学
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所講師。共訳書に『福祉
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