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  3 健康保険■ 2020.12

倍
内
閣
、そ
し
て
菅
内
閣
は
、内

政
の
重
要
課
題
と
し
て「
全
世

代
型
社
会
保
障
」の
構
築
を
掲
げ
て
い

る
。

　

わ
が
国
は
、急
激
に
少
子
化
と
長
寿

化
が
進
み
、地
域
社
会
や
家
族
の
姿
の

変
化
、一
人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
や
価
値
観
の
多
様
化
、そ
し
て
働
き

方
も
変
わ
っ
て
き
た
。経
済
が
長
期
に

わ
た
っ
て
低
迷
す
る
中
、と
り
わ
け
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
感

染
拡
大
は
、平
成
年
代
初
頭
の
バ
ブ
ル

経
済
崩
壊
時
を
超
え
る
深
刻
な
社
会

的
・
経
済
的
影
響
を
及
ぼ
し
、現
行
の

社
会
保
障
体
制
に
つ
い
て
給
付
と
負

担
の
両
面
か
ら
の
改
革
は
喫
緊
の
重

要
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

若
年
現
役
世
代
層
は
減
少
傾
向
に

あ
り
、就
業
者
数
は
長
期
的
に
み
て
も

減
少
は
避
け
ら
れ
な
い
。ま
た
、「
高
齢

者
像
」も
変
化
し
て
き
て
お
り
、年
齢

に
関
わ
り
な
く
意
欲
の
あ
る
限
り
、働

け
る
う
ち
は
現
役
と
し
て
活
躍
し
た

い
と
い
う
者
が
増
え
て
き
た
。

　

ま
た
、1
9
9
0
年
代
以
降
、未
婚

率
の
上
昇
、有
配
偶
女
性
の
就
業
率
が

上
昇
し
、結
婚
・
出
産
に
伴
う
離
職
に

よ
る「
Ｍ
字
カ
ー
ブ
」問
題
は
解
消
に

向
か
っ
て
い
る
。高
齢
者
や
女
性
、さ

ら
に
障
害
者
の
意
識
と
能
力
に
応
じ

て
就
業
の
機
会
と
場
が
得
ら
れ
る
こ

と
が
基
本
と
な
る
。

　

わ
が
国
の
社
会
保
障
の
現
状
を
み

る
と
欧
米
に
比
べ
て
高
齢
者
中
心
の

給
付
と
な
っ
て
お
り
、そ
の
財
源
の
多

く
は
現
役
世
代
の
負
担
す
る
社
会
保

険
料
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　

今
後
、高
齢
者
だ
け
で
は
な
く
、子

ど
も
、子
育
て
世
代
、障
害
者
、さ
ら
に

は
現
役
世
代
ま
で
も
含
め
た
国
民
全

て
の
安
心
な
生
活
を
広
く
支
え
る
社

会
保
障
制
度
へ
と
改
革
を
進
め
る
必

要
が
あ
り
、同
時
に
、人
と
人
と
の
つ

な
が
り
、支
え
合
い
に
基
づ
く「
共
生

社
会
」の
実
現
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
き
、

2
0
1
2
年
の
税
と
社
会
保
障
の
一

体
改
革
に
よ
り
消
費
税
収
は
当
初
、医

療
、介
護
、年
金
の
給
付
に
充
て
る
も

の
と
さ
れ
、15
年
に
子
ど
も
・
子
育
て

に
も
投
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

国
民
皆
保
険
体
制
を
基
盤
と
す
る

わ
が
国
の
医
療
保
障
は
、国
際
的
に
み

る
と
効
率
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と

も
評
価
さ
れ
、こ
れ
ま
で
医
療
保
険
制

度
お
よ
び
医
療
提
供
体
制
や
介
護
保

険
制
度
な
ど
関
連
制
度
の
整
備
拡
充

が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

　

社
会
保
障
を
将
来
に
わ
た
っ
て
安

定
的
に
確
保
す
る
た
め
に
は
、社
会
保

障
支
出
の
増
加
に
見
合
う
経
済
成
長

の
実
現
が
必
要
と
な
る
が
、同
時
に
少

し
で
も
多
く
の
方
に
社
会
保
障
制
度

を
支
え
る
側
と
な
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
も
避
け
ら
れ
な
い
課
題
で
あ
る
。

　

全
世
代
型
社
会
保
障
の
構
築
に
あ

た
っ
て
は
、国
民
一
人
ひ
と
り
の
自
立

支
援
と
い
う
基
本
的
な
観
点
、ニ
ー
ズ

や
働
き
方
に
つ
い
て
の
意
識
の
変
化

等
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。負
担
能

力
に
応
じ
た
適
切
な
保
険
料
の
設
定
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
費
用
の
一
部
負

担
と
い
う
観
点
か
ら
、後
期
高
齢
者
医

療
費
の
原
則
2
割
負
担
の
実
現
、現
役

世
代
の
過
重
な
保
険
料
負
担
の
回
避

の
観
点
か
ら
、後
期
高
齢
者
医
療
支
援

金
の
負
担
軽
減
―
を
求
め
て
い
き
た
い
。

安

全世代型社会保障の
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161
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