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●
は
じ
め
に

本
稿
が
扱
う
の
は
、「
中
東
欧
」
諸

国
に
お
け
る
現
金
給
付
制
度
の
概
要
で

あ
る
。
こ
の
中
東
欧
と
い
う
表
現
は
、

一
九
九
〇
年
の
前
後
ま
で
社
会
主
義
体

制
の
下
に
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国

を
総
称
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ

に
は
旧
ソ
連
の
諸
国
は
含
ま
れ
な
い
が

（
こ
れ
を
含
め
る
場
合
は
「
ポ
ス
ト
社

会
主
義
国
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ

る
）、
バ
ル
ト
三
国
に
関
し
て
は
体
制

転
換
後
の
経
緯
が
旧
ソ
連
よ
り
も
中
東

欧
の
パ
タ
ー
ン
に
近
い
こ
と
か
ら
、
こ

の
諸
国
は
一
般
的
に
中
東
欧
に
含
め
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。

本
稿
で
は
こ
の
中
東
欧
諸
国
の
な
か

で
、
早
期
か
ら
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
の

転
換
を
す
す
め
二
〇
〇
四
年
に
同
時
に

Ｅ
Ｕ
へ
の
加
盟
を
実
現
し
た
八
カ
国

（
チ
ェ
コ
・
エ
ス
ト
ニ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
・

ラ
ト
ヴ
ィ
ア
・
リ
ト
ア
ニ
ア
・
ポ
ー
ラ

ン
ド
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
・
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ

ア
）
に
お
け
る
現
金
給
付
制
度
を
検
討

し
て
い
く
。
こ
こ
で
こ
の
八
カ
国
を
取

り
上
げ
る
理
由
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の

諸
国
が
歴
史
的
な
経
緯
、
お
よ
び
置
か

れ
て
き
た
国
際
環
境
に
お
い
て
共
通
す

る
部
分
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
諸
国
で
体
制
転
換
の
後
に
再
構
築
さ

れ
た
福
祉
枠
組
み
に
は
、
明
確
な
方
向

性
の
違
い
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
金
給
付
制
度

を
軸
に
そ
の
形
の
違
い
を
明
ら
か
に
し

た
う
え
で
、
そ
の
違
い
が
生
じ
た
理
由

を
政
党
政
治
を
軸
に
検
討
し
て
い
く
。

●
社
会
主
義
型
福
祉
と
そ
の
転
換

中
東
欧
諸
国
に
お
い
て
最
初
に
社
会

保
障
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
独
立

す
る
以
前
の
ド
イ
ツ
な
い
し
オ
ー
ス
ト

リ
ア
帝
国
の
時
代
、
も
し
く
は
独
立
し

た
後
の
戦
間
期
の
こ
と
で
、
こ
の
時
期

に
は
主
と
し
て
公
務
員
や
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
を
対
象
と
す
る
医
療
保
険
や
老
齢

年
金
、
労
災
保
険
な
ど
が
整
備
さ
れ

た
。
だ
が
国
民
の
広
範
な
層
を
対
象
と

す
る
包
括
的
な
福
祉
枠
組
み
が
構
築
さ

れ
た
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
成
立
し

た
社
会
主
義
体
制
の
も
と
に
お
い
て
で

あ
る
。

こ
の
時
期
に
整
備
さ
れ
た
福
祉
は
、

基
本
的
に
は
労
働
者
を
対
象
と
す
る
、

雇
用
と
連
動
し
た
社
会
保
険
制
度
で

あ
っ
た
。
だ
が
社
会
主
義
体
制
に
お
い

て
は
す
べ
て
の
国
民
に
就
労
の
義
務
が

あ
り
、
ま
た
同
時
に
国
が
雇
用
を
保
障

し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
当
初
は
労
働

者
を
主
た
る
対
象
と
し
て
導
入
さ
れ
た

制
度
が
農
民
や
手
工
業
者
な
ど
を
も
対

象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

実
質
的
に
社
会
保
険
は
ほ
ぼ
全
て
の
国

民
を
カ
バ
ー
す
る
制
度
と
な
っ
て
い

た
。
た
だ
し
保
険
料
と
給
付
の
関
係
が

明
確
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
保
険
料
が

一
般
会
計
に
組
み
込
ま
れ
、
給
付
も
一

般
会
計
か
ら
行
わ
れ
る
と
い
っ
た
制
度

上
の
問
題
が
あ
り
、
そ
の
運
営
も
効
率

的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

他
方
で
就
労
が
義
務
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
よ
り
、
仕
事
を
失
っ
た
場
合
の

生
活
を
保
障
す
る
失
業
保
険
制
度
、
お

よ
び
障
害
な
ど
の
た
め
に
働
く
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
の
生
活
を
支
援
す
る
社

会
扶
助
制
度
は
、
多
く
の
国
に
お
い
て

欠
落
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
存
在
し

て
い
て
も
十
分
に
機
能
し
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
現
実
に
は
一
定
の
割
合

で
存
在
し
た
と
さ
れ
る
貧
困
層
に
対
し

て
は
、
十
分
な
生
活
保
障
が
行
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

ま
た
社
会
主
義
体
制
は
女
性
の
就
労

を
重
視
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
支
援

す
る
た
め
の
保
育
お
よ
び
託
児
施
設
の

整
備
、
あ
る
い
は
育
児
休
暇
や
子
ど
も

手
当
制
度
の
導
入
な
ど
が
進
め
ら
れ

た
。
た
だ
し
女
性
の
家
庭
内
に
お
け
る

役
割
の
問
題
は
議
論
の
対
象
と
な
ら

ず
、
む
し
ろ
伝
統
的
な
女
性
の
役
割
の

方
が
強
調
さ
れ
て
い
た
う
え
に
、
出

産
・
育
児
休
暇
制
度
も
女
性
の
み
が
対

象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
質
的

に
女
性
が
子
育
て
を
担
当
す
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果

と
し
て
、
女
性
は
外
で
の
就
労
と
家
庭

内
で
の
家
事
の
両
方
を
担
当
す
る
「
二

重
の
負
担
」
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

中
東
欧
に
お
け
る
現
金
給
付
制
度

　

―
子
ど
も
手
当
と
最
低
生
活
保
障
を
軸
に
―
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社
会
主
義
体
制
が
解
体
し
市
場
経
済

に
依
拠
す
る
シ
ス
テ
ム
へ
と
転
換
す
る

と
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
一
方
で
は

働
け
な
い
人
を
支
援
す
る
た
め
の
失
業

給
付
や
生
活
保
障
給
付
な
ど
の
新
た
な

制
度
を
導
入
す
る
必
要
が
生
じ
、
他
方

で
老
齢
年
金
や
休
業
時
の
所
得
保
障
な

ど
の
労
働
者
を
支
援
す
る
制
度
、
あ
る

い
は
育
児
休
業
や
子
ど
も
手
当
な
ど
の

女
性
（
体
制
転
換
後
は
広
く
「
家
族
」）

を
支
援
す
る
制
度
を
環
境
に
対
応
さ
せ

て
改
編
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
し

て
こ
の
制
度
形
成
な
い
し
改
編
を
経

て
、
中
東
欧
諸
国
の
福
祉
枠
組
み
は
多

様
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

●
中
東
欧
八
カ
国
の
現
金
給
付
制
度

中
東
欧
諸
国
の
現
金
給
付
に
関
し
て

は
他
の
諸
国
と
同
様
、
保
険
制
度
に
依

拠
す
る
給
付
（
老
齢
年
金
、
疾
病
休
業

補
償
、
失
業
給
付
、
育
児
休
業
補
償
な

ど
）
と
、
無
拠
出
で
一
定
の
条
件
を
満

た
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
給
付
（
子

ど
も
手
当
、
最
低
生
活
保
障
な
ど
）
と

が
並
存
し
て
い
て
、
か
つ
多
く
の
場
合

保
険
制
度
に
よ
る
給
付
と
無
拠
出
の
給

付
と
は
併
用
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
だ
が
こ
こ
で
は
他
の
特
集
記
事
と

の
関
連
も
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
無
拠
出
型

の
現
金
給
付
制
度
で
あ
る
子
ど
も
手
当

と
最
低
生
活
保
障
に
絞
っ
た
紹
介
を
行

う
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
子
ど
も
手
当
制
度
に
つ
い
て
で

あ
る
。
現
在
の
中
東
欧
八
カ
国
の
制
度

は
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

み
る
と
中
東
欧
諸
国
の
子
ど
も
手
当
の

制
度
は
、
国
ご
と
の
違
い
が
明
確
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
所
得
制
限
が
な
く

す
べ
て
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
て
い
る

の
は
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ラ

ト
ヴ
ィ
ア
、ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
あ
る
が
、

こ
の
な
か
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
平
均
賃
金

に
対
す
る
比
率
も
高
く
、
ま
た
子
ど
も

の
人
数
に
応
じ
た
割
増
が
あ
る
の
に
対

し
て
、
他
の
三
カ
国
の
給
付
水
準
は
低

く
、
か
つ
子
ど
も
の
人
数
や
年
齢
に
応

じ
た
割
増
制
度
も
（
子
ど
も
三
人
以
上

と
い
う
限
定
的
な
基
準
が
あ
る
エ
ス
ト

ニ
ア
を
の
ぞ
い
て
）存
在
し
て
い
な
い
。

他
方
で
所
得
制
限
を
導
入
し
て
い
る
の

は
チ
ェ
コ
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
四
カ
国
だ
が
、

こ
こ
で
は
リ
ト
ア
ニ
ア
の
制
度
が
非
常

に
制
限
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
一
方

で
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
は
給
付
水
準
が
相
対

的
に
高
く
、
チ
ェ
コ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
と

は
こ
の
中
間
に
位
置
す
る
制
度
と
な
っ

て
い
る
。

最
低
生
活
を
保
障
す
る
た
め
の
現
金

給
付
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
制
度
を

表
２
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
を
み

る
と
、
現
在
の
制
度
は
給
付
基
準
や

支
給
方
式
、
あ
る
い
は
就
労

（
職
業
訓
練
の
実
施
や
公
的

作
業
な
ど
も
含
む
）
の
義
務

化
の
度
合
い
な
ど
が
国
ご
と

に
ば
ら
ば
ら
で
、
一
貫
し
た

傾
向
を
み
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
そ
れ
で
も
給
付
の
水

準
が
全
体
に
低
い
こ
と
は
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇

〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
受
給

者
の
大
幅
な
増
加
に
対
応
す

る
形
で
、
多
く
の
国
で
受
給

基
準
の
引
き
下
げ
や
受
給
条

件
の
厳
格
化
、
あ
る
い
は
就

労
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
強
化

を
と
も
な
う
制
度
改
革
が
行

わ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
給

付
が
限
定
的
な
も
の
と
な
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
参
考
文
献
①
）。

●
現
金
給
付
制
度
と
政
党
政
治

今
回
取
り
上
げ
た
子
ど
も
手
当
と
最

低
生
活
保
障
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に

示
し
た
社
会
主
義
型
福
祉
か
ら
の
転
換

と
い
う
視
点
か
ら
み
た
場
合
、
子
ど
も

手
当
は
従
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
制
度

で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
こ
れ
を
維
持
・

拡
充
す
る
か
、
も
し
く
は
削
減
す
る

か
」
と
い
う
い
ず
れ
か
の
選
択
が
考
え

ら
れ
、
他
方
の
最
低
生
活
保
障
制
度
は

多
く
の
場
合
体
制
転
換
後
に
本
格
的
な

整
備
が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら

に
つ
い
て
は
「
こ
れ
を
整
備
拡
充
す
る

か
、
も
し
く
は
最
低
限
の
保
障
に
と
ど

め
る
か
」
と
い
う
い
ず
れ
か
の
選
択
が

考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
各
国
に
お
い
て
い
ず
れ
の
路

線
が
選
択
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
各

国
に
お
け
る
主
要
政
党
の
立
場
、
お
よ

び
主
要
政
党
の
間
の
対
立
な
い
し
協
力

表 1　中東欧 8カ国の子ども手当制度

給付上限１） 所得制限 平均賃金
比率２） 増額制度 家族手当支出

GDP 比３）

チェコ 14(25) あり 3 子の年齢 1.24

エストニア 15(18) なし 2 3 子以上 2.18

ハンガリー 18(22) なし 6 子の人数 2.42

ラトヴィア 14(18) なし 2 なし n.a.

リトアニア 17(18)4) あり 3 なし n.a.

ポーランド 17(20) あり 2 年齢と人数 0.75

スロヴァキア 15(25) なし 3 なし 1.57

スロヴェニア 17(25) あり 8 3 子以上 0.76

（注） 1) 給付を受けられる子どもの年齢。(　) 内は学業を続けた場合。
 2) 子ども 1 人あたりの年間の手当額の、平均年収に対する比率 (％ )。
 3) OECD 非加盟国のラトヴィアとリトアニアについてはデータが記載されていない。
 4) 18 歳まで受給できるのは子どもが 3 人以上の場合。

（出所）参考文献⑥。
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関
係
が
一
定
の
作
用
を
与
え
て
い
る
。

ま
ず
現
在
の
主
な
政
党
グ
ル
ー
プ
と
そ

の
立
場
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
参
考
文
献
②
）。

⑴
経
済
自
由
主
義
政
党
（
リ
ベ
ラ
ル
政

党
）―
市
場
の
役
割
を
重
視
し
政
府
の

介
入
を
抑
制
す
る
立
場
か
ら
、
最
低
生

活
保
障
給
付
お
よ
び
子
ど
も
手
当
の
い

ず
れ
も
、
給
付
の
削
減
お
よ
び
対
象
の

限
定
化
を
追
求
す
る
。
あ
わ
せ
て
最
低

生
活
給
付
に
関
し
て
は
、
就
労
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ヴ
を
強
め
る
制
度
の
導
入
を
求

め
る
。

⑵
保
守
政
党
―
宗
教
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
視
点
か
ら
「
家
族
」
を
支
援
す
る

子
ど
も
手
当
の
拡
充
は
支
持
す
る
が
、

最
低
生
活
保
障
給
付
に
関
し
て
は
補
完

性
原
理
の
観
点
か
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
政
党

と
同
様
に
給
付
削
減
や
就
労
義
務
の
強

化
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。

⑶
旧
左
派
政
党
―
主
と
し
て
男
性
の
労

働
者
・
労
働
組
合
を
重
視
す
る
立
場
か

ら
、
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
は
、
世
帯

の
収
入
を
安
定
化
さ
せ
る
と
同
時
に
、

女
性
を
労
働
市
場
か
ら
家
庭
に
戻
し
男

性
労
働
者
の
雇
用
を
維
持
す
る
作
用
も

あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
支
持
す
る
可
能

性
が
高
い
。
他
方
で
最
低
生
活
保
障
給

付
に
つ
い
て
は
、
自
ら
が
失
業
し
た
際

の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
必
要

性
は
認
め
る
も
の
の
、
基
本
的
に
こ
の

制
度
に
関
す
る
関
心
は
低
い
状
態
に
あ

る
。

⑷
新
左
派
政
党
―
多
様
な
生
き
方
を
尊

重
し
、
そ
の
中
で
従
来
の
雇
用
を
軸
と

す
る
福
祉
で
は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
層
へ

の
支
援
を
拡
大
す
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
た
め
、
最
低
生
活
保
障
給
付
と
子
ど

も
手
当
の
い
ず
れ
も
積
極
的
に
拡
充
を

求
め
る
。

つ
ま
り
子
ど
も
手
当
は
「
子
育
て
支

援
」
と
い
う
方
向
性
の
み
な
ら
ず
、
女

性
の
就
労
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
支
援

制
度
や
公
的
保
育
・
育
児
制
度
の
拡
充

と
は
異
な
り
、「
家
庭
で
育
児
を
行
う

女
性
」
を
支
援
す
る
と
い
う
意
味
合
い

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
し
い
価
値
を
求

め
る
新
左
派
政
党
の
み
な
ら
ず
、
宗
教

的
価
値
に
依
拠
す
る
保
守
政
党
や
、
男

性
労
働
者
の
意
向
を
重
視
す
る
旧
左
派

政
党
も
支
持
す
る
可
能
性
が
高
い
。
こ

れ
に
対
し
て
最
低
生
活
保
障
は
、
積
極

的
に
支
持
す
る
政
党
が
実
質
的
に
新
左

派
政
党
の
み
で
あ
る
こ
と
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
中
東
欧
で
は
そ
の
よ
う
な
政
党

は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
こ
れ
が
拡
充
さ
れ
る
可
能
性
は
子

ど
も
手
当
に
比
べ
て
低
く
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

表 2　中東欧 8カ国の最低生活保障制度

基準単位 所得基準 支給額 就労
義務 1)

支給
水準 2)

チェコ
最低生活基準（家族構成
で変化、最低€ 124）およ
び最低生存基準（€ 80）3)

個別に決定 個別に決定 ○ 16.1

エストニア 議会が毎年決定する生存
基準

世帯 1 人目月額所得が€ 299、2 人目から
€149.5（14 歳未満€ 89.7）を加算した額以下

世帯 1 人目が 90 €、2 人目から 72 €を
合算した額 ○ 12.3

ハンガリー 4) 最低老齢年金（€ 95.5） 世帯所得が 1 消費単位あたり€ 86（最低老齢
年金の 90%）以下 5)

就労を条件とする手当が€76（最低年
金の 80%）、家族に対する手当が最大
€ 1536）

○ 14.8

ラトヴィア 保証最低所得（月€ 49.8） 過去 3 ヵ月の世帯 1 人あたり所得が€ 128.06
以下

内閣もしくは基層自治体が定める最低
保障額と世帯所得の差額（最高€ 128.06） △ 9.6

リトアニア 価格バスケットに基づく
保障最低額 保障最低額を下回る場合 国家保証所得（家族構成により€101 ～

€ 395）と世帯所得の差額 × 21.5

ポーランド なし 単身世帯は月額所得€130 以下、家族がある
場合 1 人あたり月額所得€ 109 以下 最低€ 4.8、最高€ 100 × 17.1

スロヴァキア 生存最低基準（所得基準
に同じ）

世帯 1 人目月額所得が€ 198.09、2 人目から
€ 138.19（18 歳未満€ 90.42）を加算した額
以下

家族構成により€ 61.6 ～€ 216 ○ 9.8

スロヴェニア 基礎最低所得（€ 265.22）
世帯 1 人目月額所得が基礎最低所得の 73%

（€ 193.6）、2 人目から 36%（€ 95.4）を加算
した額以下

世帯 1 人目が世帯条件や労働時間によ
り€ 185.65 ～€ 413.74、2 人目からは労
働時間で€ 132.61 か€ 233.4

○ 23.9

（注）金額は比較のため、ユーロを導入していない国も含めてユーロ建てで表している ( ユーロ導入国：エストニア、ラトヴィア、スロヴァキア、スロヴェニア )。
 1) 就労条件の○は就業拒否の場合支給停止、△は減額、×は「支給停止の場合がある」。
 2) 無所得の単身者に支給される額を想定し、これを独身者の平均月額賃金で割ることにより計算 ( 単位％、単身者の平均月額賃金は Eurostat のデータによる )。
 3) 子どもを就学させない場合などには、より水準の低い「最低生存基準」が適用される。
 4) 現役世代に関する制度。他に高齢者向けの制度が存在する。
 5) 「消費単位」は世帯 1 人目の成人を 1 として、配偶者は 0.9、2 人目までの子を 0.8、などとして計算する。
 6) 両方を併給できる場合でも両社の合計は 153 ユーロまでとされる。

（出所）参考文献⑤および MISSOC (EU's Mutual Information System on Social Protection) ホームページ (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en)。
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●
政
治
の
違
い
と
制
度
の
違
い

―
八
カ
国
の
事
例
か
ら
―

で
は
政
党
政
治
と
現
金
給
付
制
度
は

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る

の
か
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
八
カ
国
に

お
け
る
両
者
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
現

在
で
は
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
に
整
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
参
考
文
献
③

④
）。

⑴
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
―
経
済
自

由
主
義
系
と
旧
左
派
の
間
で
の
頻
繁
な

政
権
交
代
が
あ
り
、
リ
ベ
ラ
ル
系
の
政

権
が
成
立
す
る
と
福
祉
削
減
的
な
改
革

が
行
わ
れ
、
逆
に
旧
左
派
の
政
党
が
政

権
に
就
く
と
労
働
者
向
け
の
社
会
保
障

制
度
の
リ
ベ
ラ
ル
化
が
抑
制
さ
れ
る
と

い
う
形
で
、
制
度
の
頻
繁
な
変
更
が
み

ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
子
ど
も
手
当
に

つ
い
て
は
、
チ
ェ
コ
で
は
旧
左
派
と
キ

リ
ス
ト
教
系
の
保
守
政
党
が
協
力
し
て

一
度
は
削
減
さ
れ
た
手
当
を
増
額
し
、

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
は
リ
ベ
ラ
ル
改
革
の

な
か
で
導
入
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
所
得

制
限
を
旧
左
派
な
ど
の
圧
力
で
撤
回
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
な
お
チ
ェ

コ
の
場
合
は
、
所
得
制
限
が
あ
る
方
が

女
性
を
労
働
市
場
か
ら
退
出
さ
せ
男
性

の
雇
用
を
守
る
効
果
が
あ
る
（
女
性
が

働
く
よ
り
手
当
を
受
け
取
る
方
を
選
択

す
る
）
こ
と
か
ら
、
旧
左
派
は
所
得
制

限
の
撤
廃
は
実
施
し
な
か
っ
た
。
他
方

で
最
低
生
活
保
障
に
つ
い
て
は
旧
左
派

に
強
い
関
心
が
な
い
こ
と
か
ら
、
リ
ベ

ラ
ル
政
権
の
福
祉
削
減
に
よ
り
導
入
さ

れ
た
、
低
水
準
で
就
労
義
務
を
と
も
な

う
制
度
が
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
る
。

⑵
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
―
主
要
政
党
間
で
の

福
祉
の
維
持
に
関
す
る
合
意
が
一
応
存

在
し
て
お
り
、
北
欧
型
の
比
較
的
寛
大

な
福
祉
制
度
が
存
在
し
て
い
る
が
、
他

方
で
社
会
主
義
期
以
来
の
就
労
を
前
提

と
す
る
枠
組
み
が
現
在
で
も
形
を
変
え

て
存
続
し
て
い
て
、
女
性
の
就
労
率
が

高
い
こ
と
も
あ
り
、
社
会
保
障
の
枠
外

に
あ
る
現
金
給
付
は
限
定
的
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
子
ど
も
手

当
、
最
低
生
活
保
障
の
い
ず
れ
も
、
給

付
の
程
度
こ
そ
中
東
欧
の
な
か
で
は
高

い
も
の
の
、
子
ど
も
手
当
に
は
所
得
制

限
が
あ
り
、
最
低
生
活
保
障
は
「
自
発

的
失
業
」
の
場
合
に
は
受
給
で
き
な
い

と
い
っ
た
制
限
が
あ
る
。

⑶
リ
ト
ア
ニ
ア
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
―
主
要

政
党
が
い
ず
れ
も
福
祉
制
度
に
強
い
関

心
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、「
必
要
と

さ
れ
る
層
」
に
限
定
さ
れ
た
福
祉
制
度

が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
子
ど

も
手
当
に
関
し
て
は
所
得
制
限
が
あ
る

う
え
に
支
給
水
準
が
低
い
一
方
で
、「
必

要
と
さ
れ
る
層
」
が
対
象
と
な
る
最
低

生
活
保
障
で
は
あ
る
程
度
の
水
準
の
額

が
給
付
さ
れ
、
ま
た
就
労
な
ど
を
拒
絶

し
て
も
直
ち
に
は
給
付
は
停
止
さ
れ
な

い
と
い
う
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
関
し
て
は
、
国
民
の

四
分
の
一
以
上
が
こ
の
制
度
の
対
象
と

な
る
も
の
の
実
際
に
は
給
付
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
も
多
く
、
ま
た
水
準
が
必

ず
し
も
高
く
な
い
た
め
貧
困
抑
制
の
効

果
も
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
参
考
文
献
③
）。

⑷
エ
ス
ト
ニ
ア
と
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
―
左
派

政
党
が
弱
く
リ
ベ
ラ
ル
と
保
守
の
政
党

が
政
権
に
就
く
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の

両
国
の
場
合
、
出
生
率
の
下
降
と
非
正

規
婚
率
の
上
昇
が
体
制
転
換
前
か
ら
続

い
て
い
た
こ
と
に
加
え
て
、
体
制
転
換

後
に
女
性
の
就
労
率
が
上
昇
し
た
こ
と

も
あ
り
、「
家
族
」
に
依
拠
し
た
政
策

を
と
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
両
国
の
場
合
ロ
シ
ア
系
住
民
と

の
関
係
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、「
自
国
民
」
を
優
遇
す
る

措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
認
識

さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
こ
の
両
国
で

は
、
低
水
準
だ
が
全
て
の
国
民
を
対
象

と
す
る
普
遍
的
な
制
度
と
、
所
得
比
例

の
度
合
い
の
高
い
給
付
制
度
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
相
対
的
に
所
得
の
高

い
「
自
国
民
」
を
優
遇
す
る
制
度
を
構

築
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
ロ
シ
ア
系
住

民
は
一
般
に
社
会
主
義
期
か
ら
存
続
す

る
製
造
業
な
ど
の
斜
陽
産
業
に
従
事
し

て
い
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、「
自

国
民
」
は
公
務
員
や
Ｉ
Ｔ
系
・
金
融
業

な
ど
相
対
的
に
賃
金
の
高
い
産
業
に
従

事
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
こ
の

よ
う
な
制
度
が
構
築
さ
れ
た
）。
そ
の

た
め
に
全
国
民
を
対
象
と
す
る
子
ど
も

手
当
、
お
よ
び
ロ
シ
ア
語
系
住
民
が
対

象
と
な
る
可
能
性
の
高
い
最
低
生
活
保

障
の
い
ず
れ
も
、
給
付
水
準
は
抑
制
さ

れ
て
い
る
。

⑸
ハ
ン
ガ
リ
ー
―
保
守
と
左
派
の
対
抗

関
係
が
あ
る
が
、
保
守
は
国
の
た
め
に

な
る
「
正
し
い
家
族
」
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
、
家
族
手
当
の
拡
充
や
家
族
向

け
税
制
の
整
備
な
ど
「
家
族
」
を
軸
と

し
た
制
度
を
整
備
し
て
き
た
一
方
で
、

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
や
ロ
マ
な
ど
自
ら
が

「
適
切
で
は
な
い
」
と
考
え
る
層
へ
の

支
援
に
は
抵
抗
し
て
き
た
。
他
方
の
左

派
は
、
経
済
が
安
定
し
て
い
る
と
き
に

は
新
左
派
的
な
立
場
を
と
り
、
貧
困
層

に
は
多
子
家
庭
が
多
い
こ
と
か
ら
子
ど

も
に
対
す
る
給
付
を
増
額
し
た
り
、
あ

る
い
は
就
労
支
援
を
重
視
す
る
政
策
を

実
施
し
た
り
し
た
が
、
経
済
危
機
の
際

に
は
リ
ベ
ラ
ル
的
な
立
場
を
と
り
給
付

や
社
会
支
出
の
削
減
を
実
施
し
て
き

た
。
現
在
は
保
守
が
政
権
の
座
に
あ
る

こ
と
で
子
ど
も
手
当
が
再
拡
充
さ
れ
、

中
東
欧
の
な
か
で
も
っ
と
も
充
実
し
た

制
度
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
最
低
生
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中東欧における現金給付制度 ―子ども手当と最低生活保障を軸に―

活
保
障
に
関
し
て
は
、
厳
格
な
就
労
義

務
を
課
さ
れ
て
い
る
が
、
給
付
水
準
は

低
い
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

●
利
益
と
言
説
・
ア
イ
デ
ィ
ア
と

の
関
係

こ
の
よ
う
に
中
東
欧
諸
国
の
場
合
、

「
利
益
」
と
結
び
つ
い
た
政
党
政
治
で

あ
る
程
度
現
金
給
付
制
度
の
違
い
を
説

明
で
き
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
他
の

章
で
は
「
言
説
」
や
「
ア
イ
デ
ィ
ア
」

と
い
っ
た
要
因
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
こ
の
地
域
で
こ
れ
ら
の
要

因
が
作
用
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て

は
、
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。

ひ
と
つ
は
こ
の
地
域
は
、
他
の
新
興

諸
国
と
比
べ
て
格
差
が
必
ず
し
も
大
き

く
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
表
３

に
中
東
欧
諸
国
と
、
本
特
集
の
他
の
記

事
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
国
の
ジ
ニ

係
数
、
所
得
格
差
、
お
よ
び
貧
困
率
の

デ
ー
タ
を
提
示
し
て
い
る
が
（
韓
国
の

み
い
ず
れ
の
デ
ー
タ
も
未
記
載
で
あ
っ

た
た
め
掲
載
し
て
い
な
い
）、
い
ず
れ

も
中
東
欧
諸
国
の
値
は
他
の
諸
国
と
比

べ
て
小
さ
く
、
そ
の
た
め
例
え
ば
「
格

差
の
是
正
」
や
「
貧
困
か
ら
の
脱
却
」

な
ど
の
言
説
が
切
実
な
も
の
と
な
っ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
も
う
ひ

と
つ
の
要
因
と
し
て
は
、
市
場
化
の
定

着
に
と
も
な
い
福
祉
の
「
受
益
層
」
と

「
負
担
層
」
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
こ

と
で
、「
言
説
」
が
政
党
を
媒
介
と
す

る
「
利
益
」
と
結
び
つ
い
て
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
福
祉
の
制
度
が

整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
利
益
な
い
し

負
担
が
明
確
に
な
っ
て

き
た
こ
と
で
、
各
自
の

利
益
が「
福
祉
の
拡
充
」

あ
る
い
は
「
福
祉
の
削

減
」
と
い
っ
た
言
説
と

直
接
に
連
関
す
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
結
果
と

し
て
現
在
で
は
改
め
て

「
言
説
」
を
持
ち
出
す

ま
で
も
な
く
、
通
常
の

政
党
政
治
の
枠
内
で
福

祉
に
関
わ
る
制
度
の
改

編
は
説
明
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
で
広
く
「
新
興
民
主
主
義

国
」
に
含
め
ら
れ
る
国
の
な
か
で
も
、

中
東
欧
諸
国
は
例
外
的
な
位
置
に
あ

る
。
こ
れ
に
は
社
会
主
義
体
制
の
元

で
産
業
の
国
有
化
な
ど
を
通
し
て
国

民
が
平
準
化
さ
れ
「
格
差
」
が
縮
小

し
た
こ
と
や
、
不
完
全
と
は
い
え
社

会
主
義
型
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表 3　各国における格差と貧困
ジニ係数 所得格差 1) 貧困率 2)

チェコ 24.9 3.5 9.6 
エストニア 32.5 5.4 17.5 
ハンガリー 26.9 4.0 14.0 
ラトヴィア 35.7 6.5 19.2 
リトアニア 32.0 5.3 18.6 
ポーランド 30.9 4.9 17.1 
スロヴァキア 25.3 3.7 13.2 
スロヴェニア 23.7 3.4 13.5 
アルゼンチン 44.5 11.3 n.a.
ブラジル 54.7 20.6 21.4 
メキシコ 47.2 10.7 52.3 
エチオピア 33.6 5.3 29.8 
南アフリカ 63.1 25.3 23.0 

（注）1)  所得格差は、所得下位 20%の層に対して、所得上位 20%が何倍の
所得を得ているかを表す。

2)  貧困率は、中東欧諸国に関しては、所得がその国の所得の中央値
の 60%以下の比率、それ以外の国に関しては、所得が各国の定め
る貧困ライン以下の比率を表す。

（出所）中東欧の分は Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/eurostat/home) の 2012 年分、他の 5カ国の分は UNDP ホー
ムページ（http://hdr.undp.org/en）の Human Development Report 2014
のデータ。


