
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
福
祉
国
家
論
の
展
開

│
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
方
法
論
と
福
祉
多
元
主
義
へ
の
展
望

│

木

村

周

市

朗

一

は
じ
め
に

二

エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
ピ
ア
ス
ン

│
研
究
史
点
描

三

ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
比
較
福
祉
国
家
論

一

学
問
的
背
景

二

福
祉
国
家
比
較
の
方
法
論
的
視
点

(一
)

主
著
の
意
図
と
成
立
の
背
景

(二
)

方
法
論
的
・
理
論
的
基
礎

(三
)

福
祉
国
家
の
政
治
経
済
学
的
状
況

│
制
度
構
造
の
多
様
性

(四
)

福
祉
国
家
比
較
方
法
論
の
分
類
と
批
判
的
展
望

三

福
祉
国
家
の
将
来
展
望

(一
)

新
し
い
社
会
問
題
状
況
と
﹁
活
性
化
﹂
戦
略
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(二
)

社
会
政
策
の
再
組
織
化
と
規
範
的
基
礎

四

福
祉
多
元
主
義
の
問
題
圏

四

福
祉
生
産
の
多
元
化
と
﹁
補
完
性
﹂
規
範

│
小
括
と
展
望

一

は
じ
め
に

比
較
福
祉
国
家
論
︑
す
な
わ
ち
福
祉
国
家
の
国
際
比
較
研
究
は
︑
資
本
主
義
の
国
家
シ
ス
テ
ム
の
現
代
的
な
構
造
展
開
を
﹁
福
祉

国
家
﹂
と
い
う
用
語
で
表
現
し
︑
国
際
比
較
と
い
う
方
法
を
つ
う
じ
て
福
祉
国
家
の
共
通
の
特
質
と
多
様
性
︑
構
造
的
変
容
と
政
策

的
意
味
連
関
な
ど
を
析
出
・
展
望
す
る
試
み
と
し
て
︑
す
で
に
国
際
的
に
定
着
し
て
久
し
い
︒
し
か
し
︑
福
祉
国
家
と
は
何
か
と
い

う
基
本
問
題
は
︑
後
述
の
よ
う
に
︑
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
﹁
福
祉
国
家
の
危
機
﹂
意
識
の
国
際
的
浸
透
を
つ
う
じ
て
研
究
対

象
と
し
て
あ
ら
た
め
て
自
覚
し
な
お
さ
れ
︑
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に
醸
成
さ
れ
は
じ
め
た
国
際
比
較
と
い
う
分
析
視
角
も
︑
そ
の
ご
の

諸
福
祉
国
家
の
現
実
政
治
に
お
け
る
多
様
な
変
容
の
も
と
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
豊
富
化
さ
れ
て
き
た
か
ら
︑
比

較
福
祉
国
家
論
は
現
在
も
な
お
新
し
い
発
展
途
上
の
研
究
領
域
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
本
稿
は
︑
近
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較

福
祉
国
家
研
究
の
動
向
の
一
端
を
︑
主
に
方
法
論
的
観
点
か
ら
探
り
︑
そ
の
ド
イ
ツ
的
特
色
の
所
在
と
発
展
可
能
性
に
つ
い
て
展
望

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
旧
西
ド
イ
ツ
で
は
︑
英
米
流
の
﹁
福
祉
国
家w

elfare
state

﹂
と
い
う
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語
は
︑
そ
の
ド
イ
ツ
語
表
記W

ohlfahrtsstaat

と
し
て
は
︑
一
方
で
は
﹁
平
和
と
福
祉
﹂
を
国
家
目
的
に
掲
げ
た
十
八
世
紀
の
啓
蒙

絶
対
主
義
下
の
後
見
主
義
的
な
干
渉
国
家
を
連
想
さ
せ
︑
他
方
で
は
東
ド
イ
ツ
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
抗
と
い
う
面
も
あ
っ
て
︑

し
ば
し
ば
﹁
扶
養
国
家V

ersorgungsstaat

﹂
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
否
定
的
に
扱
わ
れ
︑
代
わ
り
に
︑
基
本
法
に
も
典
拠
を
も
ち
︑

す
ぐ
れ
て
自
由
主
義
的
な
﹁
法
治
国
家R

echtsstaat

﹂
概
念
に
も
と
づ
く
派
生
的
国
制
概
念
で
あ
る
﹁
社
会
国
家S

ozialstaat

﹂

︵﹁
社
会
的
法
治
国
家
﹂︶
と
い
う
用
語
が
︑
一
九
五
〇
・
六
〇
年
代
の
憲
法
・
国
制
論
に
お
け
る
大
規
模
な
論
争
を
経
て
広
く
定
着

し
て
こ
ん
に
ち
に
及
ん
で
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
古
層
の
旧
福
祉
国
家
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
現
代
的
福
祉
国
家
の
用
語
と
概

念
は
︑﹁
社
会
国
家
﹂
と
し
て
の
固
有
に
ド
イ
ツ
的
な
自
己
理
解
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
基
本
的
に
当
初
か
ら
英
米
起
源

の
外
来
語
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
︑﹁
福
祉
国
家
﹂
に
つ
い
て
論
究
す
る
ば
あ
い
に
は
︑
お
の
ず
か
ら
国
際
的
視

野
が
潜
在
的
に
と
も
な
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る

(

)
︒
1

し
か
し
︑
福
祉
国
家
の
国
際
比
較
と
い
う
固
有
の
研
究
主
題
に
対
す
る
社
会
科
学
的
な
関
心
が
ド
イ
ツ
で
本
格
的
に
成
長
し
は
じ

め
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
り
︑
国
際
的
に
﹁
福
祉
国
家
の
危
機
﹂
論
が
浸
透
し
た
八
〇
年
代
に
︑
各
国
で
社
会
保
障
制
度

改
革
と
福
祉
国
家
の
多
様
な
変
容
が
進
み
︑
そ
れ
ら
に
か
ん
す
る
各
国
研
究
の
拡
大
に
促
さ
れ
る
か
た
ち
で
︑
九
〇
年
代
に
比
較
研

究
も
本
格
化
し
た
︒
八
〇
年
代
以
降
の
福
祉
国
家
の
変
容
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
に
発
現
し
た
新
し
い
社
会
問
題
状
況
を
背
景
と
し
て
︑

一
方
で
の
福
祉
政
策
諸
分
野
の
﹁
市
場
化
﹂
と
と
も
に
︑
他
方
で
の
﹁
福
祉
多
元
主
義
﹂︑
つ
ま
り
市
場
と
国
家
に
限
定
さ
れ
な
い

福
祉
生
産
ア
ク
タ
ー
の
多
様
化
を
も
ふ
く
む
形
で
︑
国
際
的
な
基
本
動
向
と
し
て
進
ん
だ
が
︑
そ
の
内
容
は
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に

各
国
の
事
情
に
応
じ
て
異
な
っ
て
い
た
︒
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
﹁
保
守
主
義
的
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
﹂
な
福
祉
レ
ジ

ー
ム
の
典
型
と
み
と
め
た
ド
イ
ツ
の
ば
あ
い
に
は
︑
新
し
い
社
会
サ
ー
ビ
ス
需
要
に
対
し
て
巨
大
な
福
祉
団
体
の
全
国
組
織
が
対
応
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し
た
よ
う
に
﹁
社
会
政
策
の
団
体
化
﹂
が
浸
透
し
た
か
ら
︑
福
祉
国
家
の
国
際
比
較
と
い
う
研
究
主
題
に
対
す
る
ド
イ
ツ
的
視
野

は
︑
こ
う
し
た
事
情
を
色
濃
く
反
映
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
福
祉
国
家
研
究
の
特
色
を
探
る
前
に
︑
そ
の
形
成
の
背
景
を
な
し
て
い
た
国
際
的
な
研
究
史
の
ミ

ニ
マ
ム
だ
け
で
も
︑
以
下
に
ま
ず
素
描
し
て
お
こ
う
︒

二

エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
ピ
ア
ス
ン

│
研
究
史
点
描

一

ア
メ
リ
カ
の
産
業
社
会
学
者
ハ
ロ
ル
ド
・
ウ
ィ
レ
ン
ス
キ
ー
が
︑
著
書
﹃
福
祉
国
家
と
平
等

│
公
共
支
出
の
構
造
的
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
起
源

(

)
﹄
に
お
い
て
︑
福
祉
国
家
到
来
の
原
因
を
︑
長
期
に
わ
た
る
﹁
経
済
成
長
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
人
口
学
的
・
官

�

僚
主
義
的
帰
結
｣(pp.xiii,

86.)

に
求
め
︑﹁
産
業
主
義
﹂
の
論
理
︵
産
業
社
会
の
﹁
必
要
﹂︶
で
説
明
し
た
の
が
一
九
七
五
年
で
あ

る
︒
こ
の
見
地
は
︑
主
に
経
済
成
長
︑
人
口
の
年
齢
構
成
お
よ
び
社
会
保
障
制
度
の
経
過
年
数
と
い
っ
た
変
数
に
注
目
し
︑
そ
れ
ら

と
公
共
支
出
と
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
産
業
化
に
よ
る
国
際
的
な
福
祉
国
家
化
と
い
う
﹁
収
斂
理
論

theories
of

convergence

﹂
へ
の
視
座
を
拓
い
た
が
︑
同
時
に
本
書
は
す
で
に
︑
先
進
国
の
あ
い
だ
で
は
︑﹁
政
府
の
中
央
集
権
化
の

程
度
︑
社
会
階
層
と
そ
れ
に
関
連
し
た
移
動
率
︑
労
働
者
階
級
の
組
織
状
態
︑
軍
事
の
位
置
づ
け
｣(p.xiv.)

な
ど
の
社
会
構
造
上

の
差
異
に
も
と
づ
く
福
祉
政
策
の
﹁
分
岐divergence

﹂
と
多
様
化
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
た
︒

そ
の
二
年
後
︵
一
九
七
七
年
︶
に
は
︑
戦
後
の
福
祉
国
家
シ
ス
テ
ム
を
国
際
的
視
野
で
比
較
し
類
型
化
し
た
開
拓
的
作
品
︑
ノ
ー

マ
ン
・
フ
ァ
ー
ニ
ス
と
テ
ィ
モ
シ
ー
・
テ
ィ
ル
ト
ン
の
﹃
福
祉
国
家
論

│
社
会
保
障
か
ら
社
会
平
等
へ

(

)
﹄
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学

±
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︵
ブ
ル
ー
ミ
ン
ト
ン
︶
か
ら
公
刊
さ
れ
た
︒
フ
ァ
ー
ニ
ス
と
テ
ィ
ル
ト
ン
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
科
学
方
法
論
に
導

か
れ
て
︑
現
実
の
社
会
政
策
の
諸
問
題
を
論
じ
る
ば
あ
い
の
﹁
鮮
明
な
規
範
的
根
拠
と
全
体
的
な
解
釈
枠
組
み
と
の
結
合
﹂
の
不
可

欠
性
を
強
調
し
︑
ジ
ョ

ン
・
プ
ラ
ム
ナ
ッ
ツ
の
言
う
﹁
実
践
哲
学
﹂
の
自
覚
の
も
と
で
︑
変
化
す
る
社
会
に
か
ん
す
る
展
望
を
提
供

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
現
代
の
市
民
﹂
の
社
会
認
識
の
形
成
を
支
援
す
る
﹁
民
主
的
な
社
会
科
学
﹂
の
実
践
的
役
割
と
い
う
立
場
を

明
示
す
る
︒
本
書
は
︑﹁
西
側
の
先
進
諸
社
会
に
通
用
す
る
主
要
な
政
治
的
選
択
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
規
範
的
基
準
に
か
ん
す
る

明
瞭
さ
と
経
験
的
発
見
の
提
示
に
お
け
る
厳
密
さ
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
試
み
﹂
で
あ
り
︑﹁︿
全
体
主
義
﹀
か
︿
民
主
主
義
﹀

か
︑
と
か
︑︿
資
本
主
義
﹀
か
︿
共
産
主
義
﹀
か
﹂
と
い
っ
た
﹁
政
治
レ
ジ
ー
ム
﹂
論
を
超
え
て
︑﹁
経
済
的
市
場
と
所
有
関
係
と
へ

の
公
共
的
干
渉
﹂
と
そ
の
﹁
形
式
と
目
標
﹂
に
注
目
す
る
の
で
あ
る(pp.ix-x.)

︒

こ
の
よ
う
な
規
範
論
的
見
地
か
ら
︑
フ
ァ
ー
ニ
ス
と
テ
ィ
ル
ト
ン
は
︑
つ
ぎ
の
﹁
三
種
類
の
干
渉
主
義
レ
ジ
ー
ム
﹂
を
﹁
理
念
型

的
な
構
成
概
念
﹂
と
し
て
提
示
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
に
︑﹁
企
業
志
向
的
な
積﹅

極﹅

的﹅

国﹅

家﹅

the
positive

state

﹂
つ
ま
り
︑﹁
経﹅

済﹅

成﹅

長﹅

の﹅

た﹅

め﹅

の﹅

政﹅

府﹅

と﹅

ビ﹅

ジ﹅

ネ﹅

ス﹅

の﹅

合﹅

作﹅

｣(p.15.)

︑
第
二
に
︑﹁
文
明
生
活
の
最
低
基
準
を
保
証
す
る
社﹅

会﹅

保﹅

障﹅

国﹅

家﹅

the
social

security
state

﹂︑
そ
し
て
第
三
に
︑﹁
根
本
的
に
民
主
的
で
平
等
主
義
的
な
社﹅

会﹅

福﹅

祉﹅

国﹅

家﹅

the
social

w
elfare

state

﹂
で
あ
り
︑

﹁
本
当
に
福
祉
国
家
と
呼
ん
で
よ
い
の
は
︑
あ
と
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
︒﹂
そ
し
て
著
者
た
ち
に
し
た
が
え
ば
︑
こ
の
三
類
型
は
﹁
学

者
と
市
民
が
選
び
取
る
政
策
選
択
の
た
め
の
基
本
的
な
視
角
を
提
供
す
る
﹂
も
の
で
あ
り
︑
本
書
に
お
け
る
比
較
事
例
研
究
の
対
象

と
し
て
は
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
は
社
会
保
障
国
家
の
達
成
と
限
界
を
示
し
て
お
り
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
社
会
福
祉
国
家
の
可
能
性
を
︑
ま

た
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
積
極
的
国
家
の
道
徳
的
不
適
切
さ
を
示
し
て
い
る
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
る(pp.x-xi.)

︒

つ
ま
り
︑
三
種
類
の
視
角
の
う
ち
︑﹁
わ
れ
わ
れ
︹
著
者
た
ち
︺
の
共
感
は
社
会
福
祉
国
家
に
あ
る
﹂
の
で
あ
り
︑
本
書
で
め
ざ
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さ
れ
る
の
は
﹁
社
会
福
祉
国
家
の
政
治
理
論
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
政
治
理
論
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
﹁
諸
価
値
﹂︑
す
な
わ

ち
﹁
人
間
の
尊
厳
︑
平
等
︑
自
由
︑
民
主
主
義
︑
安
全
︑
連
帯
︑
お
よ
び
経
済
的
効
率
﹂
が
﹁
資
本
主
義
経
済
の
機
能
の
改
善
﹂
と

結
び
つ
く
た
め
の
政
策
論
が
︑﹁
市
場
の
無
規
制
が
生
み
だ
す
分
配
的
不
平
等
の
是
正
﹂
と
多
様
な
市
民
参
加
に
よ
る
﹁
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
生
活
﹂
と
い
う
文
脈
で
展
開
さ
れ
る
︒(pp.x-xi.)

そ
の
う
え
で
最
終
章
で
は
﹁
ア
メ
リ
カ
社
会
福
祉
国
家
へ
向
け
て
﹂︑
完
全

雇
用
︑
国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
︑
住
宅
手
当
︑
公
的
年
金
制
度
︑
最
低
所
得
保
障
︑
所
得
と
資
本
へ
の
累
進
課
税
な
ど
九
項
目
の
﹁
社

会
民
主
主
義
的
な
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る(pp.193-195.)

︒

と
こ
ろ
で
ウ
ィ
レ
ン
ス
キ
ー
の
定
量
分
析
的
な
収
斂
理
論
と
フ
ァ
ー
ニ
ス
／
テ
ィ
ル
ト
ン
の
規
範
論
的
な
比
較
類
型
論
の
二
作
品

の
出
現
は
︑
国
際
的
な
長
期
経
済
成
長
の
頓
挫
し
た
時
期
に
あ
た
り
︑
そ
れ
以
降
顕
在
化
し
た
﹁
福
祉
国
家
の
危
機
﹂
状
況
︵
そ
の

認
識
の
国
際
的
共
有
化
の
一
里
程
標
を
な
し
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
報
告
書
﹃
福
祉
国
家
の
危
機
﹄
は
一
九
八
一
年
︶
と
︑
さ
ま
ざ
ま
な
政

治
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
福
祉
国
家
批
判
の
も
と
で
︑
福
祉
国
家
研
究
も
方
法
論
的
深
化
を
う
な
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

そ
の
顕
著
な
成
果
事
例
と
し
て
︑
さ
し
ず
め
︑
デ
ン
マ
ー
ク
出
身
の
イ
エ
ス
タ
・
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
︵
一
九
四
七
年
生

ま
れ
︶
の
﹃
福
祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
﹄︵
一
九
九
〇
年

(

)
︶
と
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ピ
ア
ス
ン
︵
一
九
五
六
年

 

生
ま
れ
︶
の
﹃
福
祉
国
家
の
向
こ
う
側
？
﹄︵
一
九
九
一
年

(

)
︶
を
挙
げ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
前
者
は
︑﹁
比
較
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
に

#

よ
っ
て
﹁
福
祉
国
家
は
一
つ
で
は
な
い
﹂
と
と
ら
え
︑
国
家
・
市
場
・
家
族
の
連
関
構
造
に
着
目
し
た
独
自
の
﹁
福
祉
国
家
レ
ジ
ー

ム
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
て
︑﹁
自
由
主
義
的
﹂︵
代
表
例
は
ア
メ
リ
カ
︶・﹁
保
守
主
義
的
﹂︵
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
︶︵
ド
イ

ツ
︶・﹁
社
会
民
主
主
義
的
﹂︵
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
︶
の
三
つ
の
類
型
を
提
示
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
本
書
が
福
祉
国
家
研
究
に

与
え
た
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
は
︑
こ
の
﹁
三
つ
の
世
界
﹂
の
対
比
モ
デ
ル
の
急
速
な
国
際
的
浸
透
に
示
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
だ
け
で
な

─177 ─( 6 )
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く
︑
む
し
ろ
分
析
視
角
の
面
で
︑
そ
れ
ま
で
の

│
各
国
の
社
会
支
出
な
ど
の
社
会
経
済
指
標
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
れ
︵
第
一
世

代
︶︑
労
働
運
動
︑
社
会
民
主
主
義
政
党
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
︑
官
僚
機
構
の
力
な
ど
の
政
治
的
要
因
や
福
祉
国
家
の
現
実
の
諸
制

度
の
あ
り
方
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
れ
︵
第
二
世
代
︶

│
特
定
の
要
因
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
単
線
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
退
け
て
︑

福
祉
国
家
と
は
何
か
を
問
い
直
し
︑
新
た
に
設
定
し
た
﹁
脱
商
品
化de-com

m
odification

﹂
と
﹁
階
層
化stratification

﹂
と
い
う

二
つ
の
理
論
的
指
標
の
も
と
で
︑
権
力
構
造
︑
雇
用
シ
ス
テ
ム
︑
ポ
ス
ト
工
業
化
な
ど
の
諸
要
因
を
ク
ロ
ス
さ
せ
る
複
線
的
ア
プ
ロ

ー
チ
を
と
り
︑
し
か
も
類
型
論
が
本
来
も
っ
て
い
る
静
態
論
と
し
て
の
限
界
を
自
覚
し
て
︑
経
済
社
会
環
境
の
構
造
変
化
に
も
注
目

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
福
祉
国
家
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
︵
動
態
論
︶
と
い
う
方
向
性
を
指
示
し
た
点
に
こ
そ
︑
本
書
の
方
法
論
的
見
地
に

お
け
る
画
期
的
な
意
義
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

(

)
︒

6

後
者
ピ
ア
ス
ン
の
ほ
う
は
︑
と
く
に
経
済
的
自
由
主
義
と
政
治
的
保
守
主
義
の
両
面
を
も
つ
﹁
ニ
ュ
ー
・
ラ
イ
ト
﹂
か
ら
の
福
祉

国
家
批
判
と
︑
そ
の
影
響
を
受
け
た
各
国
政
府
の
市
場
回
帰
的
動
向
︵
す
な
わ
ち
﹁
脱
政
治
化depoliticization

﹂︶
と
を
批
判
し
て
︑

国
家
に
よ
る
普
遍
的
福
祉
供
給
の
積
極
的
意
義
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
︑
福
祉
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
﹁
再﹅

政﹅

治﹅

化﹅

す﹅

る﹅

repoliticize

﹂

必
要
を
提
唱
し
た(p.219.)

︒
そ
の
た
め
の
前
提
と
し
て
︑
ピ
ア
ス
ン
は
︑
産
業
主
義industrialism

理
論
︑
近
代
化m

odernization

理
論
︑
社
会
民
主
主
義social

dem
ocracy

理
論
︑
権
力
資
源pow

er
resources

理
論
な
ど
の
各
種
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判
的
に
整
理

し
︑
さ
ら
に
イ
ア
ン
・
ゴ
フ
や
ク
ラ
ウ
ス
・
オ
ッ
フ
ェ
に
代
表
さ
れ
る
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
潮
流
だ
け
で
な
く
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
︑﹁
反
人
種
差
別
主
義
者A

nti-R
acist

﹂︑﹁
緑
の
運
動
﹂
な
ど
の
﹁
新
し
い
社
会
運
動
﹂
に
よ
る
福
祉
国
家
批
判
を
も
視
野
に
収

め
て
︑
福
祉
国
家
の
今
後
の
可
能
性
を
︑
各
国
そ
れ
ぞ
れ
に
展
開
さ
れ
て
き
た
福
祉
供
給
の
歴
史
的
・
制
度
的
個
性
の
多
様
性
の
う

ち
に
探
り
︑
そ
れ
を
つ
う
じ
て
比
較
政
治
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
多
く
の
示
唆
を
提
供
し
た
︒

─176 ─( 7 )
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ピ
ア
ス
ン
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
︑
と
く
に
右
派
に
よ
る
福
祉
国
家
の
﹁
危
機
﹂
の
喧
伝
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
実
際
に
は
先
進
資

本
主
義
諸
国
で
は
全
体
と
し
て
福
祉
支
出
は
削
減
さ
れ
ず
︑﹁
福
祉
国
家
で
定
着
し
て
い
る
諸
原
則
に
対
す
る
世
論
の
支
持
｣(p.

177.)
が
継
続
し
て
お
り
︑
今
後
予
想
さ
れ
る
の
は
福
祉
国
家
の
﹁
消
失
﹂
で
は
な
く
多
様
な
﹁
再
構
築
﹂
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で

あ
っ
た
︒
同
時
に
︑
こ
の
著
作
の
な
か
で
ピ
ア
ス
ン
は
︑
福
祉
国
家
の
発
展
モ
デ
ル
へ
の
一
貫
し
た
関
心
の
も
と
で
︑
Ｔ
・
Ｈ
・
マ

ー
シ
ャ
ル
の
三
種
類
の
権
利
︵
市
民
的
／
政
治
的
／
社
会
的
権
利
︶
の
累
積
的
発
展
論
︵
一
九
五
〇
年
︶
に
明
示
さ
れ
リ
チ
ャ
ー

ド
・
テ
ィ
ト
マ
ス
の
三
つ
の
社
会
政
策
モ
デ
ル
︵
一
九
七
四
年
︶
に
も
伏
在
し
て
い
た
進
化
論
的
な
﹁
単
線
的
発
展
モ
デ
ル
﹂
の
発

想
を
批
判
し
て
︑
福
祉
国
家
の
共
時
的
多
様
性
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
﹁
最
近
の
類
型
論
﹂
と
し
て
つ
ぎ
の
二
つ
を
挙
げ
た
︒
一

つ
は
︑
福
祉
国
家
を
︑﹁
ど﹅

ん﹅

な﹅

社
会
構
成
の
も
と
で
も
︑
市
場
に
よ
る
福
祉
供
給
の
限
界
を
克
服
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
手
段
﹂︑

﹁
不
可
逆
的
﹂
で
﹁
必
然
的
な
﹂
も
の
と
み
な
す
ゲ
ラ
ン
・
セ
ル
ボ
ー
ン
の
︑﹁
資
本
家
と
労
働
者
の
相
反
す
る
利
害
を
反
映
さ
せ

た
﹂
福
祉
国
家
の
二
つ
の
理
念
型
︵
実
際
の
両
者
の
力
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
﹂
福
祉
国
家
と
﹁
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
﹂

福
祉
国
家
︶
で
あ
る
︵
一
九
八
六
・
八
七
年
︶︒
セ
ル
ボ
ー
ン
は
︑
資
本
主
義
社
会
だ
け
で
な
く
﹁
す
べ
て
の
産
業
社
会
に
共
通
す

る
特
色
﹂
と
し
て
︑﹁
人﹅

間﹅

の﹅

再﹅

生﹅

産﹅

を﹅

確﹅

保﹅

す﹅

る﹅

と﹅

い﹅

う﹅

点﹅

で﹅

の﹅

市﹅

場﹅

の﹅

失﹅

敗﹅

﹂
に
注
目
し
︑
そ
こ
か
ら
﹁
福
祉
国
家
の
現
代
的

普﹅

遍﹅

性﹅

﹂
と
﹁
必
然
性
﹂
を
説
明
す
る
の
で
あ
る(P

ierson,
pp.18-20.)

︒
も
う
一
つ
の
類
型
論
は
︑
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン

の
前
掲
﹃
福
祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
﹄
に
お
け
る
﹁
福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
の
三
つ
の
理
念
型
﹂
で
あ
っ
た
︒

二

一
方
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
︑
そ
の
ご
﹃
三
つ
の
世
界
﹄
に
対
す
る
多
方
面
か
ら
の
批
判
に
応
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
そ
の
複
線
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
類
型
論
と
を
い
っ
そ
う
拡
充
し
︑
そ
れ
を
一
九
九
九
年
に
﹃
ポ
ス
ト
工
業
経
済
の
社
会
的
基
礎

(

)
﹄
7

に
結
実
さ
せ
る
︒
前
著
へ
の
﹁
批
判
の
多
く
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
﹂
こ
と
を
う
け
て
︑
新
著
で
は
﹁
家
庭
経
済

─175 ─( 8 )
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household
econom

y

﹂
の
重
要
性
に
注
目
し
て
︑﹁
女
性
が
キ
ャ
リ
ア
と
家
庭
の
義
務
と
を
両
立
で
き
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
︑
潜

在
的
な
︿
少
子
化
均
衡
﹀
の
罠
﹂
に
言
及
す
る
︒﹁
家
庭
経
済
こ
そ
が
ポ
ス
ト
工
業
社
会
の
主
要
な
デ
ィ
レ
ン
マ
の
解
決
に
と
っ
て

中﹅

心﹅

と﹅

な﹅

る﹅

も﹅

の﹅

alpha
and

om
ega

で
あ
り
︑
お
そ
ら
く
ポ
ス
ト
工
業
経
済
の
最
も
重
要
な
︿
社
会
的
基
盤
﹀
で
あ
る
﹂
と
い
う

﹁
仮
説
﹂
も
提
起
す
る(P

.5-6.)

︒
し
か
し
か
れ
は
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
視
点
に
立
つ
の
で
は
な
く
︑﹁
ポ
ス
ト
工
業
化
の
時
代
﹂
に

お
け
る
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹂
と
﹁
サ
ー
ビ
ス
経
済
﹂
化
と
の
も
と
で
生
じ
て
い
る
﹁
新
し
い
社
会
的
リ
ス
ク
﹂
と
い
う
文
脈
で
﹁
家

庭
経
済
﹂
を
と
ら
え
︑
こ
の
新
し
い
リ
ス
ク
の
原
因
を
︑﹁
労
働
市
場
と
家
族
の
両
方
で
展
開
し
て
い
る
革
命
｣(p.5.)

︑
つ
ま
り
雇

用
と
賃
金
の
不
可
避
的
な
﹁
柔
軟
化
﹂
と
﹁
家
族
の
不
安
定
化
﹂
に
み
と
め
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
︑
本
書
で
は
︑﹁
福
祉
の
生
産
が
国
家
と
市
場
と
家
族
の
あ
い
だ
に
振
り
分
け
ら
れ
る
︑

そ
の
仕
方
﹂
を
意
味
す
る
﹁
レ
ジ
ー
ム
﹂
の
視
座
を
明
確
に
す
る
た
め
に
︑
従
来
の
﹁
福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
﹂
と
い
う
用
語
を
﹁
福

祉
レ
ジ
ー
ム
﹂
に
改
め
る
と
と
も
に(p.73.)
︑
三
つ
の
類
型
論
に
つ
い
て
は
︑﹁
第
四
の
世
界
﹂
と
し
て
オ
セ
ア
ニ
ア
︑
地
中
海
沿

岸
諸
国
︑
日
本
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
を
そ
れ
ぞ
れ
考
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
修
正
諸
提
案
に
対
し
て
︑
こ
れ
ら
を
三
類
型
の
混
合
型
と
位

置
づ
け
︑
基
本
的
に
は
自
説
を
維
持
す
る
姿
勢
を
明
示
し
た(pp.88-92.)

︒

と
こ
ろ
で
︑
か
れ
は
︑
前
著
に
お
い
て
は
家
族
の
分
析
が
未
熟
で
あ
っ
た
点
を
真
摯
に
受
け
止
め
た
だ
け
で
な
く
︑
三
類
型
の
分

析
に
お
い
て
﹁
所
得
維
持
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
に
依
存
し
す
ぎ
て
い
た
と
い
う
批
判
へ
の
対
応
も
迫
ら
れ
た(pp.46,73.)

︒
こ
の
二

つ
の
反
省
点
は
密
接
に
関
連
し
て
い
た
︒
と
い
う
の
は
︑
戦
後
の
福
祉
国
家
と
社
会
政
策
は
︑﹁
男
性
が
一
家
の
稼
ぎ
主
︑
女
性
が

主
婦
と
い
う
規
範the

m
ale

bread-w
inner,

fem
ale

housew
ife

norm

を
前
提
に
し
︑
ま
た
︑
そ
れ
を
積
極
的
に
後
押
し
し
た
﹂
の

で
あ
り
︑﹁
予
想
さ
れ
た
リ
ス
ク
は
離
婚
や
母
子
家
庭
よ
り
も
︑
一
家
の
稼
ぎ
主
が
十
分
な
家
族
賃
金fam

ily
w

age

を
獲
得
す
る
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能
力
を
失
う
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
一
家
の
稼
ぎ
主
で
あ
る
男
性
の
﹁
所
得
維
持
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
﹂
が
︑
そ
の
前
提
と
し
て
の
雇
用
の
維
持
と
並
ん
で
社
会
政
策
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
︒

│
﹁
し
た
が
っ
て
︑
力
点
は
所
得

維
持
と
雇
用
確
保
に
置
か
れ
た
︒
社
会
サ
ー
ビ
ス
や
︿
女
性
に
優
し
い
﹀
プ
ロ
グ
ラ
ム
︑
た
と
え
ば
育
児
休
暇
や
デ
イ
・
ケ
ア
は
︑

き
わ
め
て
未
発
達
で
あ
っ
た
︒
女
性
は
出
産
と
同
時
に
職
場
か
ら
引
退
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒﹂
か
れ
が
こ

う
述
べ
て
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ン
に
お
け
る
︑﹁
福
祉
の
真
の
支
え
﹂
と
し
て
の
﹁
職
業
と
家
族
﹂
と
い
う
発
想
の
歴
史
的
︵
そ

し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
︶
制
約
を
明
記
し(pp.148-9)

︑
し
か
し
い
ま
や
﹁
脱
商
品
化
と
い
う
概
念
は
︑
福
祉
国
家
が
ま
ず
も
っ
て
女

性
の
商
品
化
に
手
を
貸
さ
な
い
か
ぎ
り
︑
女
性
に
と
っ
て
は
役
に
立
た
な
い
︒﹂﹁
女
性
の
独
立
に
は
︑
福
祉
的
義
務
の
︿
脱
家
族
主

義
化de-fam

ilialization

﹀
が
必
要
な
の
で
あ
る
｣(pp.44,

45.)

と
主
張
し
た
と
き
︑
こ
れ
ま
で
の
福
祉
国
家
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ

ー
的
構
造
の
累
積
に
対
す
る
か
れ
の
認
識
は
︑
こ
の
一
九
九
九
年
の
時
点
で
よ
う
や
く
本
格
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
だ
と
︑
こ
ん
に

ち
の
視
野
か
ら
は
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

(

)
︒

²

こ
の
ば
あ
い
︑
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
︑
｢最
大
の
福
祉
義
務
を
家
庭
に
割
り
当
て
る
体
制
﹂
を
﹁
家
族
主
義fam

ilialism

﹂

と
呼
び
︑
そ
れ
に
対
し
て
﹁
家
族
へ
の
個
人
の
依
存
を
軽
減
す
る
よ
う
な
政
策
﹂
を
﹁
脱
家
族
主
義
化
﹂
と
と
ら
え
て(p.45.)

︑

こ
の
視
点
か
ら
︑﹁
女
性
が
労
働
市
場
に
フ
ル
・
タ
イ
ム
で
生
涯
参
加
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
る
﹂
北
欧
諸
国
の
社
会

民
主
主
義
的
レ
ジ
ー
ム
と
︑
男
性
稼
得
者
モ
デ
ル
と
家
族
主
義
と
が
結
合
し
た
保
守
主
義
的
︵
カ
ト
リ
ッ
ク
的
︶
レ
ジ
ー
ム
と
を
対

比
し
︑
前
著
へ
の
批
判
に
応
え
る
方
向
性
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
し
示
し
た
︒﹁
家
族
へ
の
依
存
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
は
︑
福
祉

国
家
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
再
編
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
基
本
的
に
は
︑
福
祉
の
担
い
手
を
脱
家
族
主
義
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
社

会
民
主
主
義
的
な
福
祉
国
家
は
女
性
労
働
の
商
品
化
を
支
援
し
︵
そ
う
す
る
こ
と
で
男
性
へ
の
依
存
を
軽
減
し
︶︑
そ
の
結
果
と
し
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て
︑
脱
商
品
化
と
い
う
課
題
に
取
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
る
︒
｣(p.46.)

こ
の
よ
う
に
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
側
か
ら
の
批
判
を
出
発
点
と
し
て
︑﹁
脱
商
品
化
﹂
概
念
の
背

後
に
伏
在
し
て
い
た
︑
家
族
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
︑
ま
た
そ
れ
と
連
動
し
た
形
で
就
労
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
の
問
題

を
意
識
化
さ
せ
︑
そ
れ
を
﹁
脱
家
族
主
義
化
﹂
の
程
度
と
い
う
新
た
な
政
策
基
準
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
︑
三
つ
の

世
界
の
類
型
化
を
い
っ
そ
う
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
深
化
さ
せ
た
と
言
っ
て
よ
い
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
家
族
分
析
の
重
視
へ
と
大
き
く

舵
を
切
ら
せ
た
の
は
︑
上
述
の
よ
う
に
﹁
ポ
ス
ト
工
業
化
﹂
と
と
も
に
出
現
し
た
﹁
新
し
い
社
会
的
リ
ス
ク
﹂
と
し
て
の
雇
用
と
家

族
の
両
面
で
の
不
安
定
化
と
い
う
問
題
認
識
で
あ
っ
た
︒
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
に
し
た
が
え
ば
︑﹁
ポ
ス
ト
工
業
社
会
へ
の

移
行
﹂
と
と
も
に
︑﹁
ラ
イ
フ
・
コ
ー
ス
上
の
リ
ス
ク
﹂
は
︑
従
来
集
中
し
て
い
た
人
生
の
両
端
の
時
期
︑
つ
ま
り
子
ど
も
︵
↓
家

族
手
当
︶
と
老
人
︵
↓
年
金
︶
か
ら
︑
成
人
層
へ
と
拡
大
し
︑﹁
三
分
の
二
社
会
﹂︹
残
り
の
三
分
の
一
は
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
い

る
︺
や
﹁
新
し
い
ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
﹂
と
い
っ
た
概
念
が
表
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
わ
れ
わ
れ
み
ん
な
が
満
ち
足
り
た
中
産
階
級
に

合
体
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
︑
か
つ
て
の
多
元
主
義
者
の
夢
は
︑
い
ま
や
両
極
分
解
と
閉
鎖
社
会
の
恐
怖
へ
と
置
き
換
わ
っ
て
い

る
﹂︑
と(pp.41-42,
73.)

︒
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
サ
ー
ビ
ス
化
が
も
た
ら
し
た
排
除
と
分
断
︑
そ
し
て
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と

い
う
世
界
的
に
進
行
す
る
新
事
態
を
︑
た
し
か
に
か
れ
は
俎
上
に
の
せ
︑
雇
用
︵
職
業
︶
と
家
族
に
依
存
し
て
き
た
﹁
古
い
福
祉
国

家
﹂
の
機
能
不
全
を
乗
り
こ
え
る
視
座
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
ご
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
︑
二
〇
〇
九
年
に
著
書
﹃
未
完
の
革
命

│
女
性
の
新
し
い
役
割
に
向
け
て

│(

)
﹄
に
お

Ë

い
て
︑﹁
脱
家
族
主
義
化
﹂
の
概
念
を
福
祉
国
家
の
政
策
戦
略
へ
と
高
め
る
提
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
か
れ
は
こ
こ
で
︑
経
済
学

に
お
け
る
複
数
均
衡
概
念
を
用
い
て
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
意
義
を
合
理
的
行
為
論
の
観
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
︒
す
な
わ
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ち
︑
一
九
七
〇
年
代
か
ら
加
速
し
は
じ
め
た
女
性
の
経
済
的
自
立
化
志
向
と
就
労
の
常
態
化
︑
そ
れ
に
と
も
な
う
家
族
形
態
の
多
様

化
を
か
れ
は
﹁︵
女
性
の
︶
革
命
﹂
と
呼
び
︑
し
か
し
現
状
は
従
来
の
男
性
稼
ぎ
主
規
範
の
残
存
︑
高
学
歴
層
に
片
寄
っ
た
共
稼
ぎ

カ
ッ
プ
ル
と
多
様
な
底
辺
層
と
の
二
極
化
︑
そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
の
﹁︿
超
低
﹀
出
生
症
候
群

a
‘low

est-low
’

fertility

syndrom
e

﹂
を
示
し
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
歴
史
の
移
行
期
に
あ
る
﹁
不
安
定
な
均
衡
﹂
は
﹁
未
完
の
革
命
﹂
の
状
態
で
あ
り
︑
し
た

が
っ
て
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
均
衡
﹂
を
実
現
す
る
た
め
に
は
︑
第
一
に
︑﹁
パ
ー
ト
ナ
ー
の
関
係
に
お
け
る
新
し
い
規
範
原
則
﹂
の

確
立
︵
内
生
的
駆
動
力
︶︑
第
二
に
︑﹁
変
化
に
対
す
る
福
祉
国
家
の
適
応
﹂
つ
ま
り
﹁
よ
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
主
義
的
な
福
祉
国
家

へ
﹂︵
外
生
的
駆
動
力
︶
が
前
提
条
件
と
な
る
︑
と(pp.7-14.)

︒

こ
の
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
均
衡
﹂
を
実
現
す
る
た
め
の
戦
略
と
し
て
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
と
く
に
重
視
し
て
い
る
の

は
︑﹁
教
育
﹂
の
も
つ
倫
理
的
か
つ
経
済
的
意
義
で
あ
る
︒
家
族
の
あ
い
だ
で
進
行
し
て
い
る
﹁
二
極
化
﹂
は
︑
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
の
機
会
を
﹁
出
生
の
運
︹
偶
然
︺﹂
に
ゆ
だ
ね
る
度
合
い
を
ま
す
ま
す
高
め
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
不
衡
平inequity

﹂
で
あ
る

だ
け
で
な
く
﹁
人
的
資
本
の
無
駄
﹂
を
意
味
す
る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
子
ど
も
に
投
資
し
て
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
を
平
等
に
す
る
﹂
と
い

う
戦
略
が
︑
個
々
の
子
ど
も
の
将
来
だ
け
で
な
く
社
会
全
体
の
将
来
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る(pp.8-9,

111.)

︒
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
︑
上
記
の
一
九
九
九
年
の
著
作
で
も
福
祉
国
家
に
お
け
る
教
育
の
意
義
を
︑
幼
児
教
育
と

職
業
訓
練
︵
と
く
に
弾
力
的
な
適
応
能
力
と
﹁
社
会
的
技
能
﹂
の
育
成
︶
と
の
両
面
で
語
っ
て
い
る
が
︑
〇
九
年
に
は
︑
子
ど
も
へ

の
社
会
的
投
資
を
︑
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
の
不
平
等
を
反
映
し
た
世
代
内
の
不
平
等
を
克
服
す
る
根
本
方
策
と
し
て
︑
し
た
が
っ
て
将

来
に
お
け
る
衡
平
な
老
後
の
実
現
の
た
め
の
最
重
要
の
前
提
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
︒﹁
高
齢
者
政
策

の
改
革
は
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣(p.162.)

︑
と
︒
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三

ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
比
較
福
祉
国
家
論

一

学
問
的
背
景

さ
て
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
年
の
研
究
成
果
と
し
て
本
稿
で
主
に
と
り
あ
げ
る
作
品
は
︑
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
﹃
比
較
の

な
か
の
福
祉
国
家

│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
保
障
︑
そ
の
組
織
・
財
政
・
給
付
・
課
題

│(

)
﹄
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
初
版
が
一
九
九

10

六
年
の
出
版
︵L

eske

+B
udrich

︶
で
あ
る
か
ら
︑
す
で
に
二
十
年
以
上
経
過
し
て
い
る
が
︑
そ
の
か
ん
に
改
訂
第
二
版
︵
同
社
︶

が
二
〇
〇
二
年
に
︵
こ
の
第
二
版
の
再
版
＝S

pringer

が
二
〇
〇
六
年
に
︶︑
ま
た
︑
現
行
の
改
訂
第
三
版
︵S

pringer

︶
が
二
〇
一

〇
年
に
公
刊
さ
れ
て
お
り
︑
改
訂
の
た
び
に
全
体
に
わ
た
っ
て
精
力
的
に
増
補
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
こ
の
現
行
第
三
版
に
依
拠

し
た
い
︒

著
者
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
ピ
ア
ス
ン
と
同
年
の
一
九
五
六
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
で
生
ま
れ
︑
同
地
の
大
学
で
政
治
学
︑
社
会
学
︑

行
政
学
を
学
び
︑
そ
の
ご
本
書
の
初
版
を
出
し
た
の
は
ボ
ー
フ
ム
大
学
社
会
科
学
部
の
私
講
師
の
と
き
で
あ
る
︒
そ
の
か
ん
の
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
主
な
研
究
主
題
は
︑
修
士
論
文
﹁
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
と
ド
イ
ツ
Ｃ
Ｄ
Ｕ
︹
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
︺
に
み
る
︑
中
産
市
民

政
党
の
福
祉
国
家
的
基
本
政
策
と
実
践
の
発
展
﹂︵
一
九
八
四
年
︶︑
八
九
年
に
ボ
ー
フ
ム
大
学
の
比
較
統
治
論
・
応
用
政
治
学
講
座

の
学
術
助
手
に
任
用
さ
れ
た
あ
と
の
博
士
論
文
﹁
Ｃ
Ｄ
Ｕ

│
連
邦
主
義
に
お
け
る
一
政
党
の
組
織
構
造
・
政
策
・
活
動
方
法
﹂

︵
一
九
九
〇
年
︶︑
そ
し
て
教
授
資
格
論
文
﹁
現
代
福
祉
国
家
に
お
け
る
福
祉
団
体

│
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
比
較
史
的
展
望
﹂︵
一
九
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九
六
年
︶
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
ご
︑
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
︵
ハ
ン
ス
︲
ヘ
ル
マ
ン
・
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ヒ
教
授
︶
と
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大

学
︵
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
教
授
︶
で
の
講
座
代
講
を
へ
て
︑
九
七
年
に
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
大
学
の
比
較
政
治
学
の
教

授
︑
翌
九
八
年
四
月
か
ら
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
政
治
経
済
論
お
よ
び
比
較
政
策
分
析
の
教
授
で
あ
る

(

)
︒
11

ち
な
み
に
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ヒ
︵
一
九
二
八
年
生
ま
れ
︶
は
︑
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
の
子
に
生
ま
れ
︑
敗
戦

後
の
三
年
間
を
ソ
連
占
領
軍
に
よ
る
収
容
所
で
過
ご
し
て
の
ち
︑
東
西
冷
戦
下
の
逆
境
に
耐
え
て
︑
西
ベ
ル
リ
ン
の
﹁
ド
イ
ツ
政
治

大
学
﹂︵
の
ち
の
﹁
オ
ッ
ト
・
ズ
ー
ア
・
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ト
﹂︶
を
経
て
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
で
国
民
経
済
学
を
学
び
︑
五
九
年

に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
ベ
ル
リ
ン
金
属
産
業
に
お
け
る
賃
金
・
労
働
条
件
の
国
家
規
制
に
か
ん
す
る
論
文
で
政
治
学
の
博
士
号
を
取
得

し
た
︒
そ
の
十
年
後
に
同
大
学
で
︑
主
著
と
な
る
﹃
社
会
国
家
の
要
請
と
社
会
的
現
状
﹄
で
教
授
資
格
を
取
得
︵
公
刊
は
翌
七
〇

年
︶︑
本
書
で
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
︑
基
本
法
の
社
会
国
家
条
項
の
成
立
史
と
そ
の
ご
の
諸
論
争
を
分
析
し
︑
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お

け
る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
ス
的
な
政
治
的
現
実
の
も
と
で
︑
主
流
派
憲
法
・
経
済
論
が
社
会
国
家
モ
デ
ル
を
自
由
主
義
的
に
主
導

し
て
﹁
法
治
国
家
と
福
祉
国
家
と
の
対
決
﹂
と
い
う
構
図
を
つ
く
り
︑
前
者
を
擁
護
し
後
者
を
批
判
し
て
き
た
こ
と
を
︑
傍
流
と
し

て
の
社
会
民
主
主
義
的
な
立
場
か
ら
批
判
的
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
た

(

)
︒
七
三
年
に
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
政
治
学
講
座
︵
新
設
︶

12

の
教
授
に
就
任
︑
そ
の
ご
九
一
年
に
は
ハ
レ
︲
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
か
ら
請
わ
れ
て
﹁
歴
史
・
哲
学
・
社
会
科
学
﹂
分
野
の
創

設
学
部
長
を
兼
務
し
︑
翌
年
か
ら
三
年
間
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
在
籍
の
ま
ま
ハ
レ
大
学
の
﹁
統
治
論
お
よ
び
政
策
研
究
﹂
の
教
授
︑
ま

た
︑
ハ
レ
で
の
大
学
改
革
担
当
の
副
学
長
も
務
め
た
︒

ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
研
究
対
象
・
関
心
分
野
は
き
わ
め
て
広
範
で
あ
り
︑
政
治
学
・
国
家
学
の
思
想
史
︵
ハ
レ
大
学
関
係
で
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
啓
蒙
と
敬
虔
主
義
︶︑
法
治
国
家
と
社
会
国
家
︑
Ｅ
Ｕ
の
通
貨
政
策
︑
技
術
・
労
働
・
政
治
の
連
関
︑
産
業
と
環
境
保
護
︑

─169 ─( 14 )
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専
門
化
・
技
術
化
と
学
問
本
質
の
関
係
︵
脱
政
治
化
の
問
題
︶︑
そ
し
て
﹁
歴
史
の
喪
失
﹂
と
政
治
教
育
に
ま
で
及
ん
で
お
り
︑
歴

史
的
視
野
で
政
治
・
経
済
・
法
・
教
育
の
相
互
連
関
を
問
い
つ
づ
け
て
き
た

(

)
︒
と
く
に
政
治
教
育
へ
の
関
心
は
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
も

13

引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

一
方
︑
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
︵
同
じ
く
一
九
二
八
年
生
ま
れ
︶
は
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
時
代
の
指
導
教
授
で
あ
り
︑
戦
後

の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
政
治
学
の
開
拓
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
多
元
的
・
歴
史
的
な
独
自
の
総
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑

み
ず
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
牧
師
の
子
に
生
ま
れ
︑
ナ
チ
ズ
ム
政
治
の
抑
圧
を
体
験
し
︑
神
学
研
究
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
と
い
う
精
神
的
出
自
に
由
来
し
て
い
る
が
︑
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
関
心
を
独
自
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
へ
結
晶
さ
せ

た
比
較
制
度
史
的
方
法
の
学
問
的
背
景
と
し
て
は
︑
一
九
五
三
年
に
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
学
生
助
手
に
か
れ
を
採
用
し
た
政
治

学
教
授
︵
そ
の
前
年
に
新
設
・
着
任
︶
テ
オ
ド
ー
ル
・
エ
シ
ェ
ン
ブ
ル
ク
を
経
由
し
て
︑
オ
ッ
ト
・
ヒ
ン
ツ
ェ
↓
フ
リ
ッ
ツ
・
ハ
ル

ト
ゥ
ン
グ
の
ド
イ
ツ
国
制
史
の
学
問
伝
統
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
は
︑
多
数
決
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
︵
政
党
間
競
争
モ
デ
ル
︶
と
は
異
な
る
ス
イ
ス
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
集
団
間
の
和
解
︵
比
例
配
分
的
な
妥
協
︶
と

い
う
紛
争
解
決
パ
タ
ー
ン
︵﹁
比
例P

roporz

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂︶
の
原
型
を
︑
十
七
・
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
に
お
け
る
宗

派
間
の
平
和
条
約
に
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
︵
一
九
六
七
年
公
刊
の
教
授
資
格
論
文
︶︒

し
た
が
っ
て
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
の
ば
あ
い
︑
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
政
府
・
労
働
組
合
・
使
用
者
団
体
に
代
表
さ
れ
る
た
ん
な
る
諸

団
体
の
あ
い
だ
の
利
害
調
整
に
よ
る
協
調
と
し
て
で
は
な
く
︑
共
通
利
益
で
結
ば
れ
た
諸
団
体
の
歴
史
的
権
利
の
相
互
承
認
に
よ
る

紛
争
解
決
の
慣
行
と
い
う
︑
長
期
に
わ
た
っ
て
国
家
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
﹁
政
治
文
化
﹂
と
し
て
︑
す
ぐ
れ
て
歴

史
的
な
文
脈
の
中
で
提
示
さ
れ
︑
検
証
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
紛
争
解
決
ル
ー
ル
の
現
代
的
展
開
を
︑
か
れ
は
﹁
団
体
主
義
的
交
渉

─168 ─( 15 )
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
と
呼
ん
で
政
党
間
競
争
モ
デ
ル
︵
議
会
制
多
数
決
主
義
︶
に
対
置
し
︑
第
二
次
大
戦
後
の
連
邦
共
和
国
の
政
治
シ

ス
テ
ム
を
両
者
の
緊
張
関
係
の
も
と
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
︒
こ
の
見
地
か
ら
分
析
対
象
と
さ
れ
た
の
は
︑
た
と
え
ば
社
会
政
策
に

お
け
る
当
事
者
の
同
権
的
参
加
シ
ス
テ
ム
︵
社
会
保
険
に
お
け
る
当
事
者
主
義
︑
労
使
の
共
同
決
定
︑
民
間
福
祉
団
体
に
よ
る
社
会

サ
ー
ビ
ス
な
ど
︶
で
あ
り
︑
ま
た
連
邦
主
義
の
も
と
で
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
機
能
に
か
ん
す
る
諸
問
題
で
あ
っ
た

(

)
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が

14

上
述
の
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
英
・
独
福
祉
国
家
に
お
け
る
政
党
の
活
動
や
民
間
福
祉
団
体
の
役
割
︑
連
邦
主
義
に
お
け
る
政
策
形
成

な
ど
に
注
目
し
て
き
た
こ
と
も
︑
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
の
問
題
関
心
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
現
在
ド
イ
ツ
に
お
い
て
福
祉
国
家
研
究
を
比
較
政
治
の
観
点
か
ら
牽
引
し
て
い
る
マ
ン
フ
レ
ー

ト
・
Ｇ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︵
一
九
四
八
年
生
ま
れ
︶
も
︑
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
学
生
時
代
に
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
と
共
同
研
究
を
始

め
︑
そ
の
ご
七
三
年
に
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
へ
移
っ
た
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
の
も
と
で
助
手
を
務
め
て
︑﹁
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お

け
る
国
家
装
置
と
軍
事
政
策
︵
一
九
六
六
│
一
九
七
三
年
︶﹂
に
か
ん
す
る
博
士
論
文
を
書
い
た
︵
七
五
年
公
刊
︶
こ
と
も
︑
こ
こ

で
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
か
れ
は
そ
の
ご
も
︑
一
九
七
八
年
に
招
聘
に
こ
た
え
て
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
へ
移
っ
た
師
に
従
い
︑

そ
の
地
で
八
一
年
に
教
授
資
格
論
文
﹁
中
産
市
民
政
党
お
よ
び
社
会
民
主
主
義
政
党
の
諸
政
府
の
も
と
で
の
福
祉
国
家
政
策
﹂
を
書

い
て
翌
年
公
刊
し
︑
ユ
ネ
ス
コ
の
﹁
国
際
比
較
社
会
研
究
の
た
め
の
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ロ
ッ
カ
ン
賞
﹂
を
受
賞
し
た
︒
そ
の
ご
諸
大
学

を
経
て
︑
二
〇
〇
一
年
以
降
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
政
治
学
の
教
授
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
最
近
の
﹃
ド
イ
ツ
政
治
学
者
事
績
事
典
﹄

︵
二
〇
一
四
年
公
刊
︶
で
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
紹
介
を
担
当
執
筆
し
て
い
る
の
が
︑
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
門
下
の
後
輩
に
当

た
る
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
の
で
あ
る

(

)
︒
15
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二

福
祉
国
家
比
較
の
方
法
論
的
視
点

(一
︶
主
著
の
意
図
と
成
立
の
背
景

ま
ず
本
書
・
改
訂
第
三
版
の
目
次
構
成
と
し
て
︑
五
部
編
成
・
全
二
十
二
章
の
表
題
を
︑
以
下
に
掲
げ
て
お
こ
う
︒

Ⅰ

福
祉
国
家
比
較
へ
の
導
入

│
方
法
・
理
論
・
論
争
点

本
書
の
方
法
的
・
理
論
的
基
礎
と
構
成

1

福
祉
国
家
の
政
治
経
済
学
的
な
状
況

�

福
祉
国
家
比
較
に
か
ん
す
る
研
究
の
方
法
と
現
状

±
Ⅱ

各
国
の
特
徴
と
歴
史
制
度
的
基
礎

ド
イ
ツ
の
社
会
保
障
制
度

│
ビ
ス
マ
ル
ク
・
モ
デ
ル

 

デ
ン
マ
ー
ク
の
社
会
保
障
制
度

│
小
さ
な
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
福
祉
国
家

#

フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家

│
弱
め
ら
れ
た
保
守
主
義
モ
デ
ル

6

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
制
度

│
集
産
主
義
と
自
由
主
義
の
あ
い
だ

7

オ
ラ
ン
ダ
福
祉
国
家

│
受
動
的
福
祉
国
家
か
ら
活
性
化
す
る
福
祉
国
家
へ
？

²

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

│
変
化
し
つ
つ
あ
る
現
代
福
祉
国
家
の
典
型

Ë

ス
ペ
イ
ン
の
社
会
保
障

│
退
化
し
た
福
祉
国
家
の
ゆ
っ
く
り
し
た
拡
充

10

─166 ─( 17 )
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Ⅲ

社
会
保
障
の
分
野
ご
と
の
国
際
比
較

失
業
保
険

│
規
定
と
給
付

11

家
族
と
母
性

│
社
会
政
策
領
域
の
比
較

12

健
康
政
策

│
構
造
と
展
望

13

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
年
金
保
険
制
度

14

社
会
保
険
の
労
災
分
野
の
比
較

15
Ⅳ

現
下
の
諸
問
題
と
諸
外
国
の
解
決
策

女
性
は
現
代
福
祉
国
家
の
縁
辺
か
？

│
同
権
拡
大
へ
の
道

16

福
祉
生
産
の
再
編
成

│
団
体
化
・
民
営
化
・
分
権
化

17

積
極
的
労
働
市
場
政
策

│
古
典
的
モ
デ
ル
＝
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ド
イ
ツ
と
の
比
較

18

年
金
か
ら
介
護
へ

│
福
祉
国
家
の
課
題
と
し
て
の
高
齢
者
政
策

19

福
祉
国
家
に
お
け
る
教
育

│
成
長
へ
の
新
し
い
刺
激
と
紛
争
地
帯

20
Ⅴ

ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の
収
穫
と
展
望

福
祉
国
家
の
今
後
の
発
展
諸
傾
向

│
国
際
的
文
脈
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
討
議

21

社
会
政
策
上
の
帰
結
と
政
策
移
転
の
チ
ャ
ン
ス

│
一
つ
の
結
論

22こ
の
よ
う
な
全
体
構
成
か
ら
う
か
が
え
る
本
書
の
基
礎
的
な
特
質
と
し
て
︑
ひ
と
ま
ず
つ
ぎ
の
三
点
が
留
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

─165 ─( 18 )
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第
一
に
︑
本
書
は
︑
西
欧
諸
国
の
社
会
保
障
制
度
の
国
際
比
較
を
つ
う
じ
て
ド
イ
ツ
の
政
策
形
成
に
と
っ
て
の
将
来
展
望
を
得
よ
う

と
す
る
実
践
志
向
的
な
姿
勢
で
貫
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
比
較
政
治
学
的
な
分
析
視
角
に
か
か
わ
っ
て
お
り
︑
の
ち

に
見
る
よ
う
に
︑
そ
の
視
角
は
基
礎
的
・
西
欧
的
諸
規
範
と
の
不
可
分
性
へ
の
自
覚
に
も
と
づ
い
て
い
る
︒
著
者
が
国
際
比
較
の
先

に
つ
ね
に
見
す
え
て
い
る
の
は
ド
イ
ツ
の
﹁
社
会
政
策
の
全
体
像
﹂
で
あ
り
︑﹁
新
し
い
福
祉
国
家
﹂
へ
の
展
望
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

そ
の
前
提
を
な
し
て
い
る
西
欧
主
要
七
カ
国
の
社
会
保
障
制
度
の
系
統
的
な
比
較
分
析
︵
本
書
の
第
二
部
︶
は
︑
そ
れ
自
体
︑
一
人

の
著
者
に
よ
る
簡
潔
な
概
観
と
し
て
き
わ
め
て
有
益
な
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

第
二
に
︑
そ
の
国
際
比
較
の
方
法
は
多
面
的
で
あ
っ
て
︑
ま
ず
各
国
別
の
特
徴
を
把
握
し
︵
第
二
部
︶︑
つ
ぎ
に
社
会
保
障
の
主

な
制
度
分
野
別
に
分
析
を
加
え
︵
第
三
部
︶︑
さ
ら
に
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
︵
ま
た
国
際
的
に
も
︶
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
︑
福
祉
国
家
の

今
後
の
基
本
動
向
に
か
か
わ
る
︑
い
く
つ
か
の
中
核
的
な
諸
問
題
が
選
び
だ
さ
れ
︑
国
際
的
視
野
で
考
察
さ
れ
て
い
る
︵
第
四
部
︶︒

こ
の
よ
う
に
福
祉
国
家
・
社
会
保
障
の
国
際
比
較
を
三
つ
の
角
度
か
ら
お
こ
な
う
立
体
的
な
接
近
法
は
︑
西
欧
諸
国
の
現
状
と
課
題

の
全
体
像
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
描
き
出
す
う
え
で
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
点
は
著
者
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
十
分
自

覚
し
て
お
り
︑
ま
ず
第
一
部
で
か
な
り
入
念
な
比
較
方
法
論
を
展
開
し
た
の
ち
︑
こ
れ
ら
三
方
向
か
ら
の
分
析
を
は
さ
ん
で
︑
第
五

部
の
結
論
に
至
る
と
い
う
全
体
構
成
を
︑
初
版
か
ら
第
三
版
ま
で
一
貫
し
て
堅
持
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
大
き
な
修
正
を
不
要
に

し
て
い
る
こ
の
当
初
か
ら
の
底
堅
い
バ
ラ
ン
ス
感
覚
は
︑
二
〇
〇
七
年
の
七
ヶ

月
間
わ
た
く
し
の
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
で
の
研
究
生
活

を
全
面
的
に
支
え
て
く
れ
た
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
人
と
学
問
を
特
徴
づ
け
る
瞠
目
す
べ
き
固
有
の
一
要
素
で
あ
る
と
︑
あ
ら

た
め
て
確
信
さ
れ
る
︒

そ
し
て
第
三
に
は
︑
福
祉
国
家
の
国
際
比
較
研
究
を
そ
の
よ
う
に
理
論
的
・
制
度
分
析
的
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
展
開
す
る
こ
と
を
可
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能
に
し
て
い
る
圧
倒
的
な
文
献
渉
猟
の
不
断
の
蓄
積
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
す
ぐ
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
︑
こ
の
努
力
が
か
れ

を
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
開
拓
者
の
一
人
に
加
え
さ
せ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
本
書
で
は
す
べ
て
の
章
の
末
尾
に
関

連
主
要
文
献
リ
ス
ト
を
掲
げ
︑
改
版
の
た
び
に
そ
れ
ら
を
更
新
し
て
い
る
点
に
も
︑
そ
の
姿
勢
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
本
書
の
出
発
点
は
︑
初
版
の
序
言
︵
一
九
九
五
年
九
月
︶
に
し
た
が
え
ば
︑﹁
他
の
Ｅ
Ｇ
︹
欧
州
共
同
体
︺
諸
国
︹
原

加
盟
国
は
ド
イ
ツ
を
ふ
く
め
て
六
カ
国
︑
八
〇
年
代
ま
で
に
十
二
カ
国
︺
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
の
財
政
の
現
状
・
展
望
お
よ
び

諸
問
題
を
比
較
展
望
す
る
﹂
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
さ
か
の
ぼ
る
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
関
連
文
献
を
活
用
し
て
︑︵
ａ
︶
中
心
的
な
理
論

的
端
緒
に
つ
い
て
概
観
し
︑︵
ｂ
︶
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
的
な
構
造
を
比
較
し
て
描
き
出
し
︑︵
ｃ
︶
他
国
に
お
け
る
選
択
さ

れ
た
社
会
政
策
上
の
も
う
一
つ
の
や
り
方
と
︿
最
善
の
実
践
﹀
を
把
握
し
評
価
す
る
こ
と
﹂
が
め
ざ
さ
れ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑
本
書

は
︑
ド
イ
ツ
の
今
後
の
社
会
保
障
制
度
改
革
に
向
け
て
示
唆
を
得
る
た
め
の
﹁
Ｅ
Ｇ
諸
国
﹂
の
比
較
研
究
で
あ
っ
て
︑
東
欧
・
中
欧

諸
国
は
分
析
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
と
同
時
に
︑
本
書
は
︑﹁
福
祉
国
家
比
較
に
か
ん
す
る
導
入
的
概
説
﹂
の
提
供
を
意
図
し
て
い
た
︒
と
い
う
の
は
︑
初
版
の

時
点
で
︑﹁
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
﹂
福
祉
国
家
比
較
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
の
専
門
文
献
と
し
て
存
在
し
た
の
は
︑
い
く

つ
か
の
理
論
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
︵
特
殊
研
究
︶
と
︑﹁
社
会
法
﹂
す
な
わ
ち
社
会
保
障
法
の
諸
規
則
に
か
ん
す
る
参
考
資
料
が
中
心

で
あ
り
︑﹁
福
祉
国
家
理
論
と
実
践
志
向
的
な
参
考
図
書
類
と
の
あ
い
だ
の
︿
黄
金
の
中
道
﹀
を
歩
ん
で
︑
政
治
的
な
関
心
を
も
つ

広
範
な
読
者
層
を
他
国
へ
の
ま
な
ざ
し
に
親
し
ま
せ
よ
う
と
す
る
作
品
は
︑
い
ま
だ
ま
れ
で
あ
る
﹂
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒

そ
の
意
味
で
︑﹁
現
在
提
供
さ
れ
て
い
る
専
門
文
献
の
中
で
存
在
し
て
い
る
空
白
を
埋
め
る
﹂
意
図
に
立
つ
本
書
は
︑
ド
イ
ツ
に
お

け
る
本
格
的
な
比
較
福
祉
国
家
研
究
の
先
駆
的
部
類
に
属
す
る
も
の
だ
と
い
う
推
定
が
な
り
た
つ
で
あ
ろ
う
︒
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し
か
も
﹁
導
入
的
概
説
﹂
と
い
う
の
は
︑
福
祉
国
家
比
較
に
か
ん
す
る
﹁
初
学
者
向
け
の
政
治
教
育
﹂
を
め
ざ
し
た
こ
と
を
意
味

し
て
お
り
︑﹁
実
践
の
有
意
性P

raxisrelevanz

﹂
を
重
視
し
た
点
に
︑
そ
れ
ま
で
の
理
論
的
特
殊
研
究
と
は
一
線
を
画
し
た
本
書
の

特
色
が
あ
る
の
だ
と
︑
著
者
に
は
強
く
自
覚
さ
れ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
規
定
す
れ
ば
︑
本
書
の
狙
い
は
︑
各

国
の
﹁
社
会
保
障
制
度
の
政
治
制
度
的
側
面
︑
そ
の
構
造
的
な
諸
欠
損
お
よ
び
社
会
政
策
上
の
諸
帰
結
を
描
写
し
︑
そ
れ
ら
を
現
在

の
改
革
・
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ

ン
過
程
に
関
係
づ
け
る
こ
と
﹂
に
置
か
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
書
は
︑
現
在
の
西
欧
諸
国
の
社

会
保
障
制
度
に
は
ら
ま
れ
て
い
る
構
造
的
・
基
本
的
な
諸
問
題
へ
の
比
較
政
治
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
︑
結
果
と
し
て
は
当
初
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
で
め
ざ
さ
れ
て
い
た
社
会
保
障
財
政
の
立
ち
入
っ
た
研
究
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
と
断
っ
て
い
る(S

.27f.)

︒

初
版
か
ら
六
年
を
経
た
二
〇
〇
二
年
の
改
訂
第
二
版
は
︑
初
版
の
基
本
骨
格
を
維
持
し
つ
つ
︑
全
体
に
わ
た
っ
て
加
筆
・
補
訂
し

各
種
デ
ー
タ
を
更
新
し
た
だ
け
で
な
く
︑
い
く
つ
か
の
補
充
を
お
こ
な
っ
て
︑
い
っ
そ
う
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ワ
ー

ク
へ
と
前
進
し
た
︒
第
一
に
︑
読
者
の
強
い
要
望
に
応
え
て
︑
各
国
展
望
に
あ
て
ら
れ
た
第
二
部
の
最
初
に
︑
初
版
で
は
欠
け
て
い

た
﹁
ド
イ
ツ
﹂
の
章
を
新
た
に
加
え
て
︵
第
四
章
︶︑
比
較
の
た
め
の
一
つ
の
規
準
視
点
を
明
示
し
た
︒
第
二
に
︑﹁
ア
メ
リ
カ
︑
ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
︑
あ
る
い
は
日
本
﹂︑
お
よ
び
中
・
東
欧
諸
国
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
特
殊
性
の
差
異
を
考
慮
し
て
第

二
版
で
も
対
象
外
と
し
︑
む
し
ろ
西
欧
諸
国
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
九
九
三
年
に
発
足
し
た
Ｅ
Ｕ
︹
欧
州
連
合
︺
の
影
響

力
と
い
う
問
題
領
域
に
対
す
る
接
近
視
座
を
重
視
し
た
︒
第
三
に
︑
通
貨
単
位
を
す
べ
て
ユ
ー
ロ
に
書
き
換
え
る
と
と
も
に
︑
各
章

末
に
掲
げ
た
参
考
文
献
を
更
新
し
︑
か
つ
英
語
文
献
を
大
幅
に
追
加
し
︑
さ
ら
に
各
種
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
リ
ン
ク
を
新
た
に
付
記

し
た
︒
そ
し
て
第
四
に
︑
著
者
の
希
望
に
そ
っ
て
︑
Ｕ
Ｔ
Ｂ
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
教
科
書
化
さ
れ
た(S

.29f.)

︒

さ
ら
に
そ
の
八
年
後
の
改
訂
第
三
版
で
は
︑
全
体
に
わ
た
る
相
当
量
の
加
筆
と
章
ご
と
の
新
文
献
へ
の
入
れ
替
え
に
加
え
て
︑
第
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一
に
︑
第
四
部
︵
諸
問
題
︶
の
最
後
に
新
た
に
教
育
政
策
に
か
ん
す
る
章
を
書
き
下
ろ
し
︵
第
二
十
章
︶︑
第
二
に
︑
重
要
性
を
増

し
て
い
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
課
題
と
し
て
︑﹁
公
正
さ
︹
正
義
︺

│
女
性
と
諸
世
代
に
と
っ
て
の
︑
ま
た
︑
財
と
生
活
機
会
の
配

分
に
お
け
る

│
を
め
ぐ
る
議
論
﹂︑﹁
人
口
統
計
学
的
変
化
と
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
と
い
う
問
題
︑
高
齢
労
働
者
の
諸
問
題
︑
雇

用
の
不
安
定
化
︹
プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
化
︺P

rekarisierung

と
貧
困
化
︑
お
よ
び
欧
州
連
合
の
社
会
政
策
的
意
義
の
増
大
﹂
な
ど
に

注
目
し
て
い
る
︵
た
と
え
ば
第
二
章
第
三
節
﹁
欧
州
連
合
の
社
会
政
策
﹂
を
大
幅
に
拡
充
︶(S

.31f.)

︒
こ
う
し
て
︑
こ
の
か
ん
の

各
国
の
社
会
保
障
制
度
の
諸
改
革
へ
の
言
及
と
と
も
に
︑
新
た
な
政
策
課
題
の
登
場
へ
の
対
応
と
い
う
点
で
も
ア
ッ
プ
ツ
デ
イ
ト
化

さ
れ
︑
初
版
の
全
二
十
章
︑
三
二
〇
ペ
ー
ジ
は
︑
第
三
版
で
は
全
二
十
二
章
︑
五
四
六
ペ
ー
ジ
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
る

(

)
︒
16

以
上
が
本
書
の
全
体
構
成
と
基
本
的
な
趣
旨
お
よ
び
成
立
の
背
景
で
あ
る
︒
社
会
保
障
制
度
の
各
国
比
較
と
個
別
制
度
分
野
の
ア

ク
チ
ュ
ア
ル
な
展
開
動
向
の
批
判
的
追
跡
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
︑
本
書
に
お
け
る
そ
う
し
た
展
望
は
日
本
の
現
状
と
将
来
を
考

え
る
う
え
で
示
唆
に
満
ち
て
い
る
︒
し
か
し
本
稿
で
は
︑
そ
れ
ら
個
別
制
度
に
か
ん
す
る
国
際
比
較
分
析
の
前
提
を
な
し
て
い
る
著

者
の
方
法
論
的
基
礎
視
角
を
確
認
・
吟
味
し
︑
こ
ん
に
ち
の
福
祉
国
家
研
究
に
お
け
る
そ
の
固
有
の
位
置
価
値
と
︑
こ
れ
か
ら
の
社

会
構
造
と
社
会
政
策
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
実
践
的
な
社
会
構
想
の
問
題
構
成
と
を
展
望
す
る
こ
と
に
注
力
し
た
い
︒
と
い
う
の

は
︑
本
書
は
︑
上
述
の
よ
う
に
九
〇
年
代
か
ら
本
格
化
し
は
じ
め
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
福
祉
国
家
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
︑
比
較
福

祉
国
家
研
究
の
比
較
政
治
的
な
方
法
論
の
全﹅

体﹅

像﹅

を
︑
一
貫
し
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
関
心
の
も
と
で
︑
し
た
が
っ
て
抽
象
的
に

で
は
な
く
実
際
の
諸
制
度
に
目
配
り
し
た
複
雑
な
具
体
相
に
お
い
て
提
示
し
て
お
り
︑
そ
れ
を
つ
う
じ
て
こ
の
国
際
的
な
研
究
主
題

に
か
ん
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
の
研
究
動
向
と
研
究
関
心
と
を
も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
明
示
し
て
い
る
稀
有
な
存
在
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
社
会
科
学
的
な
方
法
論
は
︑
そ
の
根
底
に
置
か
れ
て
い
る
実
践
的
な
社
会
構
想
と
の
関
係
性
の
自
覚
の
上
に
成
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り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
︑
本
書
の
著
者
は
福
祉
国
家
の
将
来
展
望
と
し
て
具
体
的
に
あ
ら
た
め
て
再
考
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら

で
も
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
︑
論
点
の
粗
雑
な
集
約
化
を
避
け
て
︑
著
者
の
社
会
科
学
的
な
分
析
視
点
か

ら
の
具
体
相
の
全
貌
を
味
読
し
︑
そ
の
趣
旨
を
以
下
に
抽
出
し
た
い
と
思
う
︒

(二
)

方
法
論
的
・
理
論
的
基
礎

一

そ
こ
で
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
福
祉
国
家
比
較
研
究
の
基
礎
視
点
に
つ
い
て
︑
ま
ず
第
一
章
﹁
本
書
の
方
法
的
・
理
論
的
基
礎
と

構
成
﹂
に
即
し
て
展
望
し
て
み
よ
う
︒
そ
の
第
一
節
﹁
社
会
科
学
的
な
福
祉
国
家
比
較
の
諸
機
能
と
し
て
の
叙
述
・
説
明
・
評
価
﹂

で
は
︑
社
会
科
学
の
分
析
手
法
が
例
示
さ
れ
る
︒

｢比
較
﹂
に
つ
い
て
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
最
初
に
問
う
の
は
︑﹁
外
国
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
可
能
な
の
か
﹂
と
い
う
実
際
的
な
問
題
で
あ

る
︒
か
れ
が
強
調
す
る
の
は
﹁
比
較
の
限
界
﹂
で
あ
る
︒
た
し
か
に
﹁
比
較
は
︑
自
国
の
社
会
政
策
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
に

寄
与
す
る
﹂
が
︑
各
国
の
﹁
福
祉
国
家
的
対
応
の
諸
差
異
﹂
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
個
々
の
問
題
も
そ
の
解
決
策
も
そ
の
国
に

固
有
の
諸
条
件
や
制
度
的
構
造
に
規
定
さ
れ
て
い
る
し
︑﹁
社
会
保
障
の
一
般
理
念
は
国
ご
と
に
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
形
で
変
換
さ

れ
て
き
た
﹂
か
ら
︑﹁
ま
さ
に
こ
の
多
様
性
こ
そ
が
︑
比
較
可
能
性
を
︑
し
た
が
っ
て
︿
最
善
の
方
策
﹀
の
転
用
可
能
性
を
も
困
難

に
す
る
﹂
の
で
あ
る
︒﹁
他
国
か
ら
徹
底
的
に
学
ぶ
価
値
は
あ
る
が
︑
同
時
に
そ
う
し
た
接
近
方
法
の
限
界
も
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
﹂︑
こ
れ
が
著
者
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
な
の
で
あ
る(S

.35f.)

︒

そ
の
う
え
で
︑
社
会
科
学
に
お
け
る
﹁︵
国
際
︶
比
較
﹂
と
は
何
か
︑
が
問
わ
れ
る
︒
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
﹃
社
会
学

的
方
法
の
規
準
﹄︵
一
八
九
五
年
︶
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
複
雑
な
諸
現
象
は
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
に
な
る
の
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で
あ
り
︑﹁
比
較
社
会
学
は
︑
た
ん
に
社
会
学
の
な
か
の
一
つ
の
特
殊
な
分
野
と
い
う
よ
う
な
も
の
な
ど
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
純

粋
に
記
述
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
事
実
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
で
は
︑
社
会
学
そ
の
も
の
で
あ
る
︒﹂

│
こ
れ

は
︑
い
い
か
え
れ
ば
︑﹁
諸
現
象
の
説
明
︹
あ
る
い
は
解
釈
︺E

rklärung

﹂
を
め
ぐ
る
社
会
科
学
的
な
基
本
原
理
の
問
題
で
あ
り
︑

﹁
原
因
と
結
果
﹂
の
解
明
が
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
固
有
名
詞
を
変
数
に
置
き
換
え
る
と
い
う
方
法
論
的
要
請
﹂
に
し

た
が
っ
て
︑﹁
抽
象
的
で
︿
人
工
的
﹀
な
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
﹂
が
試
み
ら
れ
る
︒
こ
う
し
て
︑﹁
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
説

明
と
︑
予
想
と
︑
立
案
ま
た
は
助
言
と
の
あ
い
だ
に
︑
方
法
論
的
に
み
れ
ば
一
つ
の
体
系
的
な
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
︒﹂

こ
こ
で
の
モ
ッ
ト
ー
は
︑﹁
良
い
理
論
に
ま
さ
る
実
践
的
な
も
の
は
な
い
﹂
で
あ
る(S

.38.)

︒

で
は
︑
比
較
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
何
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒
一
般
的
に
は
︑
第
一
に
︑﹁
経
験
的
な
知
識
ス
ト
ッ
ク
の
拡
大

と
深
化
﹂
で
あ
り
︑
第
二
に
︑﹁
個
別
ケ
ー
ス
で
得
ら
れ
た
仮
説
の
一
般
化
の
可
能
性
︑
あ
る
い
は
逆
に
︑
理
論
か
ら
演
繹
的
に
導

出
さ
れ
た
仮
説
の
︑
個
別
ケ
ー
ス
で
の
検
証
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
第
三
に
︑﹁
比
較
分
析
に
よ
っ
て
︑
帰
納
法
的
な
や
り
方
で
︑
理

論
化
と
方
法
論
に
お
け
る
革
新
の
た
め
の
基
礎
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
比
較
の
研
究
戦
略
と
形
態
は
多
様

に
存
在
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
領
域
を
﹁
時
間
的
︵
異
時
間
的asynchron

︶
ま
た
は
空
間
的
︵
同
時
間
的synchron

︶
に
﹂
比
較

す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
で
き
る
だ
け
相
似
的
な
も
の
﹂
を
分
析
す
る
﹁
収
斂
化K

onvergenz

の
方
法
﹂
と
︑﹁
で
き
る

だ
け
分
岐
し
て
い
る
も
の
﹂
を
分
析
す
る
﹁
差
別
化D

ifferenz
の
方
法
﹂
が
あ
る
︒
前
者
の
ば
あ
い
に
は
︑﹁
あ
る
共
通
の
現
象
の

発
生
︵
た
と
え
ば
社
会
支
出
の
多
さ
︶
が
際
立
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
選
び
出
さ
れ
︑
つ
ぎ
に
そ
れ
が
別
の
文
脈
条
件
︵
た
と
え
ば
社

会
民
主
主
義
の
強
さ
︑
あ
る
い
は
高
い
経
済
成
長
︶
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
︒﹂
後
者
の
ば
あ
い
は
︑﹁
独
立
変
数
︵
た
と
え
ば
社
会

民
主
主
義
の
強
さ
︶
の
類
似
性
︑
あ
る
い
は
従
属
変
数
︵
た
と
え
ば
社
会
支
出
の
多
さ
︑
ま
た
は
少
な
さ
︶
の
相
違
に
し
た
が
っ
て
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ケ
ー
ス
が
選
ば
れ
る
︒﹂
こ
う
し
て
﹁
縁
辺
諸
条
件
が
点
検
さ
れ
︑
仮
説
の
テ
ス
ト
が
組
織
さ
れ
る
︒﹂

し
か
し
福
祉
国
家
研
究
の
方
法
と
し
て
の
比
較
に
は
︑
い
く
つ
か
の
課
題
が
伏
在
し
て
い
る
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
留
意
し
て
い
る
の

は
︑
第
一
に
︑
理
論
的
説
明
に
不
可
欠
の
デ
ー
タ
を
入
手
す
る
う
え
で
の
制
約
に
よ
る
﹁︿
誤
っ
た
実
像
﹀
の
危
険
性
﹂
で
あ
る
︒

と
り
わ
け
社
会
政
策
と
他
の
分
野
と
の
交
差
領
域
や
︑
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
領
域
で
は
︑
確
実
な
方
法
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な

い
︒﹁
家
族
︑
自
助
集
団
︑
公
益
団
体
と
そ
の
連
合
体
︑
企
業
︑
商
業
ベ
ー
ス
や
国
家
に
よ
る
諸
制
度
に
お
け
る
福
祉
生
産
の
多
様

な
構
造
﹂
は
社
会
政
策
上
の
議
論
の
分
か
れ
る
﹁
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
﹂
を
な
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
﹁
大
き
な
潜
在
的
な
解
決
能
力
と
将

来
の
社
会
政
策
の
重
要
な
発
展
方
向
﹂
を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
領
域
で
は
意
外
に
も
︑
比
較
の
た
め
の
資
料
や

分
析
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
欠
け
て
い
る
の
が
現
状
だ
︑
と
判
定
さ
れ
る(S

.40.)

︒

こ
れ
と
も
関
連
し
て
︑
第
二
に
︑﹁
同
等
の
機
能
を
は
た
し
て
い
る
も
の
﹂
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒

﹁
福
祉
国
家
は
同
じ
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
多
様
な
手
段
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑
失
業
の
諸
結
果
に
対
し
て
は
︑

︵
個
人
へ
の
︶
失
業
手
当
金
︑
早
期
退
職
年
金
給
付
制
度
︑︵
集
団
的
な
︶
資
格
認
定
制
度
︑
積
極
的
労
働
市
場
・
産
業
政
策
︑
公
務

サ
ー
ビ
ス
職
の
拡
大
︑
企
業
の
労
働
関
係
へ
の
国
家
介
入
︵
た
と
え
ば
最
低
賃
金
や
最
長
労
働
時
間
に
か
ん
す
る
規
定
︶
な
ど
で
対

処
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
ば
あ
い
︑
原
因
と
動
機
と
結
果
と
は
つ
ね
に
は
っ
き
り
と
互
い
に
区
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
︑
こ
れ
は
ま
さ
に
統
計
的
な
分
析
戦
略
の
ば
あ
い
に
は
判
断
の
し
に
く
い
問
題
に
な
る
︒
｣(S

.41.)

第
三
に
︑﹁
事
例
の
数
と
選
択
﹂
の
問
題
が
あ
る
︒﹁
研
究
対
象
の
諸
国
の
数
と
そ
の
構
成
は
︑
方
法
論
的
な
諸
前
提
を
満
た
さ
な

い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
︑
こ
の
こ
と
は
叙
述
内
容
の
一
般
化
能
力
を
制
限
す
る
︵
あ
る
い
は
統
計
的
に
言
え
ば
︑
有
意
な
結
論
を

出
せ
な
い
こ
と
に
な
る
︶︒
も
ち
ろ
ん
︑
自
然
科
学
の
︵
統
計
的
に
み
れ
ば
︶
み
ご
と
な
大
き
な
世
界
と
は
異
な
り
︑
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
や
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Ｅ
Ｕ
の
世
界
は
極
度
に
制
約
さ
れ
て
い
る
﹂
か
ら
︑
事
例
数
が
少
な
す
ぎ
る
た
め
に
︑
空
間
的
・
時
間
的
に
対
象
を
広
げ
れ
ば
別
の

結
論
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
た
だ
し
︑
横
断
面
分
析
と
時
系
列
分
析
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
性
を
軽
減
す
る

可
能
性
は
存
在
す
る
︒
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
観
測
点
の
数
が
増
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
｣(S

.41.)
さ
ら
に
第
四
の
留
意
点
と
し
て
︑
用
語
上
・
概
念
上
の
意
味
が
国
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
福
祉
国

家
の
語
場
に
お
け
る
︿
バ
ビ
ロ
ン
的
﹀
な
言
語
慣
用
と
そ
れ
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
形
態
﹂
が
存
在
し
て
お
り
︑
そ

の
結
果
︑﹁
福
祉
国
家
的
政
治
を
国
際
比
較
す
る
際
に
は
︑︿
リ
ン
ゴ
と
洋
ナ
シ
﹀
を
比
べ
た
り
︑
外
見
上
の
学
術
論
争
に
な
っ
た
り

す
る
と
い
う
問
題
が
起
こ
り
や
す
い
﹂
の
で
あ
る(S

.41f.)

︒

こ
の
最
後
の
点
は
︑﹁
そ
も
そ
も
福
祉
国
家
と
は
何
か
﹂
と
い
う
基
本
問
題
に
か
か
わ
り
︑﹁
概
念
形
成
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂
を
根

底
に
も
つ
か
ら
︑
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
︒﹁
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
あ
る
対
象
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
そ
の

対
象
に
か
ん
す
る
概
念
を
も
っ
て
い
る
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
﹂
が
︑﹁
そ
の
概
念
を
発
見
す
る
こ
と
は
︑
福
祉
国
家
の
ば
あ
い
に
は
︑

す
で
に
語
法
上
︑
簡
単
で
は
な
い
︒
と
い
う
の
は
︑
そ
こ
に
は
歴
史
的
︑
政
治
的
お
よ
び
文
化
的
な
発
展
の
諸
差
異
が
反
映
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
は
︑
た
と
え
ば
︿
社
会
政
策
﹀︑︿
社
会
保
障
﹀
あ
る
い
は
︿
社
会
国
家
﹀
と
︿
福
祉
国
家
﹀
あ
る
い
は

︿
国
民
の
家
﹀
と
い
う
交
互
選
択
的
な
諸
概
念
に
表
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
た
ん
に
外
国
語
の
翻
訳
の
リ
ス
ク
と
い
う
問
題
で
は
な
く
︑

福
祉
国
家
的
な
諸
制
度
の
政
治
・
文
化
的
な
意
味
内
容
と
そ
の
諸
制
度
に
固
有
の
精
緻
な
構
造
と
に
お
け
る
体
系
的
な
転
位
の
表
れ

な
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
十
九
世
紀
に
お
け
る
福
祉
国
家
的
な
諸
活
動
の
最
初
か
ら
︑
か
な
り
の
定
義
差
が
存
在
し
た
︒
す
な
わ

ち
︑
ド
イ
ツ
で
は
労
働
者
問
題
が
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
家
族
問
題
が
︑
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
は
救
貧
問
題
が
︑
社
会
政
策
的
議
論
の
前

面
に
押
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
な
お
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
あ
る
い
は
Ｏ
Ｅ
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Ｃ
Ｄ
の
諸
国
は
︑
社
会
保
障
の
一
般
理
念
や
現
代
資
本
主
義
の
諸
リ
ス
ク
の
処
理
を
具
体
的
に
変
換
す
る
さ
い
に
は
︑
依
然
と
し
て

い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
差
異
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
｣(S

.42.)
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
西
欧
各
国
の
歴
史
的
・
政
治
的
・
文
化
的
な
個
性
の
違
い
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
︑
そ

う
し
た
見
地
か
ら
﹁
福
祉
国
家
﹂
と
い
う
用
語
に
対
す
る
ド
イ
ツ
に
特
有
の
意
味
付
与
︵
解
釈
︶
に
つ
い
て
も
適
切
に
言
及
し
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
般
に
﹁
福
祉
の
意
味
論
は
政
治
的
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
戦
闘
領
域
で
あ
っ
て
︑
こ
の
こ
と
は
諸
現
象
と
学
問

的
に
向
き
合
う
こ
と
を
い
っ
そ
う
困
難
に
す
る
︒
ド
イ
ツ
の
政
治
的
な
言
語
慣
用
で
は
︑
た
と
え
ば
福
祉
国
家
と
い
う
表
現
は
︑
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
否
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
国
で
は
︑︿
福
祉
国
家
﹀
あ
る
い
は
︿
扶
養
国
家V

ersorgungsstaat

﹀
と
さ

え
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
︑
し
ば
し
ば
︑
自
国
の
市
民
た
ち
に
対
し
て
ゆ
り
か
ご
か
ら
棺
お
け
ま
で
包
括
的
に
世
話
を
や
く
た
め
に

社
会
の
自
由
空
間
を
制
約
す
る
︑
非
常
に
強
大
化
し
た
国
家
の
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
︑︿
社
会
国
家
﹀

と
い
う
述
語
は
︑
一
面
で
は
︑
国
家
へ
の
社
会
政
策
の
義
務
づ
け
を
表
す
穏
健
な
︿
代
替
案
﹀
と
し
て
現
れ
︑
同
時
に
他
面
で
は
︑

社
会
政
策
の
洪
水
に
対
す
る
政
治
的
な
︿
挑
戦
﹀
あ
る
い
は
国
制
︹
憲
法
︺
論
的
︿
バ
リ
ケ
ー
ド
﹀
と
し
て
現
れ
る
︒
｣(S

.42f.)

こ
の
よ
う
な
﹁
福
祉
の
意
味
論
﹂
に
お
け
る
不
可
避
的
な
政
治
的
性
質
と
は
別
に
︑
福
祉
国
家
的
構
造
を
学
問
的
に
定
義
し
よ
う

と
す
る
ば
あ
い
に
も
﹁
明
瞭
な
相
違
点
﹂
が
存
在
す
る
︒﹁
ド
イ
ツ
の
文
献
は
︑
労
働
力
の
喪
失
ま
た
は
不
足
の
ば
あ
い
の
所
得
保

障
の
た
め
の
国
家
政
策
を
︑
社
会
国
家
の
任
務
あ
る
い
は
社
会
政
策
と
と
ら
え
る
傾
向
が
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
諸
国
の
議
論
で
は
︑
教
育
政
策
も
福
祉
国
家
の
活
動
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
ド
イ
ツ
と
は
逆
に
︑
共
同
決
定
を
ふ

く
む
労
働
条
件
の
規
定
は
そ
こ
に
算
入
さ
れ
て
い
な
い
﹂
か
ら
︑
両
者
を
比
較
す
る
ば
あ
い
の
実
質
的
な
内
容
の
差
異
は
大
き
い
︒

言
い
換
え
れ
ば
︑
ゾ
チ
ア
ー
ル
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
は
伝
統
的
に
労
働
問
題
／
政
策
を
包
含
す
る
が
︑
ソ
ー
シ
ャ
ル
ポ
リ
シ
ー
は
こ
れ
を
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ふ
く
ま
ず
︵
せ
い
ぜ
い
雇
用
政
策
ど
ま
り
︶︑﹁
社
会
保
障
﹂
を
所
得
保
障
に
ほ
ぼ
限
定
し
た
う
え
で
︑
医
療
︑
対
人
福
祉
︑
住
宅
︑

教
育
の
各
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
包
含
す
る

(

)
︒
17

こ
う
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑﹁
福
祉
国
家
﹂
概
念
の
意
味
と
定
義
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
ず
れ
﹂
を
指
摘
し
た
う
え
で
︑
福
祉

国
家
と
い
う
述
語
と
そ
の
同
類
語
︵
社
会
国
家
︑
社
会
政
策
︑
社
会
保
障
︶
で
理
解
さ
れ
る
﹁
対
象
領
域
の
実
質
的
な
規
定
﹂
と
し

て
は
︑
ハ
イ
ン
ツ
・
ラ
ム
ペ
ル
ト
と
イ
ェ
ル
ク
・
ア
ル
ト
ハ
マ
ー
の
﹃
社
会
政
策
教
科
書
﹄︵
第
八
版
︑
二
〇
〇
七
年

(

)
︶
に
従
う
と

18

明
言
し
︑
そ
の
領
域
体
系
を
図
示
し
て
い
る(S

.43f.)

︒

そ
の
社
会
政
策
の
体
系
に
よ
れ
ば
︑
社
会
政
策
は
ま
ず
﹁
一
国
社
会
政
策
﹂
と
﹁
国
際
社
会
政
策
﹂
に
分
け
ら
れ
︑
一
国
社
会
政

策
は
﹁
国
家
社
会
政
策
﹂
と
﹁
経
営
社
会
政
策
﹂
に
二
分
さ
れ
る
︒
国
家
社
会
政
策
を
構
成
す
る
諸
分
野
は
︑
①
﹁
労
働
世
界
関
係

領
域
﹂︵
労
働
者
保
護
︑
社
会
保
険
﹇
疾
病
・
介
護
・
労
災
・
年
金
・
失
業
の
各
保
険
﹈︑
労
働
市
場
政
策
︑
労
使
関
係
政
策
︶︑
②

﹁
特
定
集
団
関
係
領
域
﹂︵
青
少
年
政
策
︑
高
齢
者
扶
助
政
策
︑
家
族
政
策
︑
中
間
層
政
策
﹇
と
く
に
農
業
・
手
工
業
政
策
﹈︑
社
会

扶
助
政
策
︶︑
③
﹁
そ
の
他
の
領
域
﹂︵
住
宅
政
策
︑
財
産
形
成
政
策
︑
教
育
政
策
︶
の
三
分
野
︑
お
よ
び
﹁
社
会
政
策
に
と
く
に
関

係
す
る
そ
の
他
の
政
策
領
域
﹂︵
競
争
政
策
︑
消
費
者
保
護
政
策
︑
環
境
保
護
政
策
︶
で
あ
る
︒

し
か
し
﹁
社
会
政
策
な
い
し
福
祉
国
家
の
こ
の
よ
う
な
広
範
な
理
解
﹂
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
付
し
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
留
意
点

は
︑
か
れ
の
比
較
政
治
論
的
・
政
策
分
析
的
な
関
心
方
向
を
示
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
に
︑﹁
厳
密
な
意
味
で
は
ド
イ
ツ
の

種
々
の
社
会
保
険
は
︑
他
の
多
く
の
諸
国
に
は
そ
れ
と
類
似
の
制
度
が
な
い
か
ら
︑
国
際
的
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
し
︑

ド
イ
ツ
の
よ
う
な
社
会
保
険
中
心
主
義
の
ば
あ
い
に
は
︑
そ
れ
以
外
の
﹁
一
連
の
重
要
な
諸
構
造
や
発
展
諸
傾
向
が
考
察
対
象
か
ら

排
除
さ
れ
か
ね
な
い
︒﹂
第
二
に
︑
上
記
の
広
範
な
社
会
政
策
の
領
域
に
つ
い
て
い
え
ば
︑﹁
行
為
分
野
は
主
に
法
的
性
質
と
典
型
的
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な
道
具
お
よ
び
問
題
状
況
に
従
っ
て
リ
ス
ト
化
さ
れ
︑
そ
の
結
果
︑
政
治
的
な
ア
ク
タ
ー
・
履
行
・
組
織
に
対
す
る
展
望
が
手
薄
に

な
る
︵
と
り
わ
け
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
領
域
で
︶﹂
と
い
う
事
態
が
生
じ
や
す
い
︒
さ
ら
に
第
三
に
︑﹁
福
祉
国
家
と
民
主
主
義
と
資
本

主
義
あ
る
い
は
︿
社
会
民
主
主
義
﹀
と
の
あ
い
だ
の
複
雑
な
相
互
関
係
﹂
の
よ
う
な
や
や
﹁
間
接
的
な
諸
相
﹂
を
も
論
じ
よ
う
と
す

れ
ば
︑﹁
計
測
と
比
較
を
め
ぐ
る
方
法
論
的
諸
問
題
は
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
﹂︑
と(S

.44f.)

︒

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
福
祉
国
家
を
国
際
比
較
す
る
ば
あ
い
の
諸
困
難
あ
る
い
は
限
界
に
つ
い
て
多
面
的
に
考
慮
す
る
の
で

あ
り
︑
そ
の
う
え
で
あ
ら
た
め
て
福
祉
国
家
の
﹁
定
義
﹂
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
案
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
す
べ
て
の
市
民
の
社
会
的

な
保
障S

icherung

と
助
成F

örderung

の
た
め
の
︑
国
家
の
︑
つ
ま
り
私
的
な
備
え
や
共
同
的
な
扶
助
を
超
え
た
国
家
の
責
任
﹂

で
あ
る
︑
と
︒﹁
こ
れ
を
保
証
す
る
た
め
に
︑
福
祉
国
家
は
膨
大
な
資
源
を
意
の
ま
ま
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
れ
を
今
度
は
貨

幣
移
転
︑
社
会
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
形
態
で
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
提
供
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
や
り
方

で
︑︿
社
会
進
歩
﹀
と
呼
ば
れ
る
社
会
的
発
展
が
生
じ
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
過
去
百
十
年
間
に
安
全S

icherheit

︑

福
祉W

ohlfahrt

︑
自
由F
reiheit

お
よ
び
公
正G

erechtigkeit

と
い
う
諸
価
値
が
高
度
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
︒﹂

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
う
し
て
福
祉
国
家
の
本
質
に
︑﹁
国
家
の
責
任
﹂
と
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
﹁
諸
価
値
﹂
の
存
在
を
み

と
め
︑
か
れ
は
そ
れ
を
﹁︿
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
モ
デ
ル
﹀
の
一
要
素
で
も
あ
り
︑
世
界
の
他
の
諸
地
域
と
比
較
し
た
ば
あ
い
の
特
性
で

あ
る
﹂
と
み
な
す
の
で
あ
る(S

.45.)

︒
以
上
が
第
一
節
の
要
旨
で
あ
る
︒

二

し
た
が
っ
て
﹁
福
祉
国
家
﹂
は
︑
西
欧
的
諸
価
値
の
実
現
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
︒﹁
福
祉
国
家
の

発
達
あ
る
い
は
包
括
的
な
社
会
保
障
制
度
の
建
設
は
︑
明
白
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
社
会
が
二
十
世
紀
に
入
る
途
上
で
生
み
出
し
た

基
礎
的
な
成
果
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
︒
基
本
的
で
比
較
的
抽
象
的
な
構
造
特
徴
と
し
て
み
れ
ば
︑
福
祉
国
家
は
︑
法
治
国
家
や
民
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主
主
義
と
同
様
に
︑
現
代
西
欧
世
界
を

│
ま
た
︑
い
ま
で
は
た
め
ら
い
が
ち
の
萌
芽
と
し
て
は
東
欧
に
つ
い
て
も

│
特
徴
づ
け

る
も
の
で
あ
る
︒
｣(S

.45.)

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
︑
西
欧
的
諸
価
値
へ
の
信
頼
で
あ
り
︑
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
﹁
す
べ

て
の
市
民
の
社
会
的
な
保
障
と
助
成
﹂
を
お
こ
な
う
責
任
主
体
と
し
て
の
国
家
へ
の
信
頼
で
も
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
こ
こ
で
は

国
家
自
体
の
定
義
︑
国
家
の
役
割
や
機
能
へ
の
言
及
は
な
く
︑
国
家
の
も
つ
権
力
的
性
質
︑
給
付
行
政
に
対
す
る
秩
序
行
政
の
側
面

や
︑
資
本
主
義
に
お
け
る
商
品
化
シ
ス
テ
ム
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
︑
留
意
し
て
お
か
ね

ば
な
る
ま
い
︒

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
強
調
す
る
の
は
︑﹁
社
会
進
歩
﹂
に
寄
与
す
る
福
祉
国
家
の
﹁
普
遍
的
な
現
象
﹂
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
な
く
︑

む
し
ろ
そ
の
具
体
的
な
表
れ
方
︑
つ
ま
り
﹁
歴
史
的
な
形
成
過
程
の
型
︑
具
体
的
な
規
制
内
容
︑
制
度
的
な
仕
上
げ
方
︑
さ
ら
に
は

政
治
的
な
推
進
力
と
ア
ク
タ
ー
﹂
な
ど
︑﹁
現
実
の
社
会
政
策
的
諸
問
題
を
討
議
し
解
決
す
る
方
法
﹂
は
﹁
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
﹂

と
い
う
多
様
性
の
面
で
あ
る
︒
生
活
様
式
は
国
に
よ
っ
て
異
な
り
︑﹁
社
会
政
策
の
歴
史
は
そ
の
国
民
の
記
憶
全
般
に
深
く
刻
み
込

ま
れ
て
い
る
﹂︑
と
︒
西
欧
諸
国
の
あ
い
だ
の
こ
の
分
岐
状
況
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
政
党
政
治
・
階
級
政
治
的
な
力

関
係
の
差
異
︑
政
治
的
な
挑
発
と
問
題
状
況
と
そ
れ
ら
の
歴
史
的
連
鎖
経
緯
の
相
違
︑
そ
し
て
過
去
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
決
定
と
制

度
的
転
換
と
の
結
果
︑と
い
っ
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
︒し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
主
題
は﹁
相
違
の
持
続
性

│
諸
差
異
は
重
要
で
あ
る
﹂

で
あ
り
︑
そ
の
事
例
と
し
て
︑
宗
教
と
教
会
の
影
響
力
が
ド
イ
ツ
の
社
会
政
策
に
お
い
て
は
︑
｢補
完
性
原
理S

ubsidiaritätsprinzip

｣

と
︑
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
の
﹁
福
祉
連
合
体W

ohlfahrtsverbände

﹂
と
を
生
み
だ
し
︑
新
旧
両
派
の
政
党
活
動
を
支

え
て
い
る
こ
と
が
︑
こ
こ
で
ま
ず
言
及
さ
れ
て
い
る(S

.45f.)

︒

こ
の
よ
う
な
現
実
の
福
祉
国
家
の
多
様
性
へ
の
関
心
の
も
と
で
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
本
書
に
お
け
る
﹁
分
析
の
中
心
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
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と
位
置
づ
け
る
の
は
︑﹁
貨
幣
で
も
権
利
で
も
な
く
組
織O

rganisation

﹂
で
あ
る
︒
そ
の
根
拠
は
︑
第
一
に
︑﹁
西
欧
の
大
衆
民
主

主
義
の
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
十
九
世
紀
中
葉
以
降
に
国
家
と
社
会
が
直
面
す
る
中
心
的
な
社
会
問
題
を
︑
そ
れ
ぞ

れ
非
常
に
異
な
っ
た
制
度
で
解
決
し
て
い
る
﹂
こ
と
︑
第
二
に
︑
政
治
ア
ク
タ
ー
に
と
っ
て
は
︑﹁
政
治
行
為
は
︹
福
祉
国
家
の
︺

諸
制
度
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
結
果
︑
特
定
の
方
向
づ
け
や
利
益
や
政
治
モ
デ
ル
が
特
権
を
与
え
ら
れ
︑
そ
の
他

が
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹂
こ
と
︑
第
三
に
︑﹁
福
祉
国
家
の
制
度
的
な
差
異
は
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
︑
そ
の
つ
ど
存
在
し
て
い
る

社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
諸
問
題
や
︑
福
祉
国
家
お
よ
び
そ
の
つ
ど
発
展
し
た
解
決
モ
デ
ル
の
危
機
の
諸
原
因
に
対
し
て
反
作
用
を
及

ぼ
す
﹂
こ
と
︑
そ
し
て
第
四
に
︑﹁
福
祉
国
家
の
制
度
構
成
は
︑
高
度
な
複
雑
性
の
ゆ
え
に
︑
あ
る
歴
史
的
な
独
自
性
と
連
続
性
を

発
達
さ
せ
︑
そ
れ
は
相
対
的
に
安
定
し
た
福
祉
国
家
の
類
型
の
形
成
︵
た
と
え
ば
ビ
ス
マ
ル
ク
型
諸
国
対
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
型
諸
国
の

よ
う
に
︶
を
も
た
ら
す
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
最
後
の
点
は
︑﹁
経
路
依
存
性P

fadabhängigkeit

﹂
の
語
で
語
ら
れ
る
主
題
で
も
あ

る(S
.47.)

︒

こ
う
し
た
文
脈
で
︑
福
祉
国
家
の
諸
制
度
が
実
際
に
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
及
ぼ
し
て
い
る
作
用
関
係
に
つ
い
て
国
際
比
較
の
視
点

で
考
え
る
た
め
の
具
体
例
と
し
て
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
第
三
版
で
補
筆
し
て
︑
人
々
が
年
金
生
活
に
入
る
平
均
的
な
年
齢
を
と
り
あ

げ
︑
そ
れ
は
各
国
の
市
民
の
選
好
と
価
値
観
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
︑
男
性
は
概
ね
六
十
五
歳
で
あ
る
の
に
対
し
て
女
性
は
国
に
よ
っ

て
六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
の
幅
が
あ
り
︑
こ
の
男
女
差
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
不
均
等
な
労
働
市
場
効

果
の
諸
作
用
の
累
積
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る(S

.49f.)
︒

そ
の
う
え
で
収
斂
論
と
分
岐
・
差
異
論
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹁
二
つ
の
立
場
は
︑
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
和

解
不
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
み
る
︒
収
斂
論
は
︑﹁
周
知
の
産
業
発
展
の
論
理
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
必
然
性
﹂
の
観
点
か
ら
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福
祉
国
家
の
発
展
を
﹁
さ
な
が
ら
自
然
法
則
的
な
社
会
進
歩
﹂
と
理
解
す
る
の
に
対
し
て
︑
差
異
論
の
ほ
う
は
﹁
と
り
わ
け
制
度
的

諸
要
因
︑
組
織
的
か
つ
機
能
適
合
的
な
諸
構
造
﹂
に
注
目
し
て
お
り
︑
逆
に
﹁
た
い
て
い
は
集
計
的
な
指
標
で
と
ら
え
ら
れ
る
︿
系

統
的
な
﹀
諸
要
因
は
似
通
っ
た
も
の
に
な
る
︒﹂
加
え
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
の
﹁
時
代
の
変
化
﹂
の
作
用
力
は
大
き
く
︑
Ｅ
Ｕ

の
﹁
同
調
圧
力
﹂
も
あ
る
か
ら
︑
結
局
︑
答
え
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
︒
オ
ー
ビ
ン
ガ
ー
と
シ
ュ
タ
ル
ケ
が
言
う
よ
う
に
﹁︿
収
斂

化
の
存
在
は
︑
実
際
に
は
従
属
変
数
の
選
択
に
依
存
し
て
い
る
﹀
か
ら
︑︵
統
計
学
的
な
︶
結
果
は
不
均
質
な
も
の
と
な
る
︒
そ
れ

に
よ
れ
ば
︑
社
会
的
な
も
の
へ
の
総
支
出
︑
失
業
時
の
賃
金
代
替
率
を
み
れ
ば
収
斂
的
と
な
る
し
︑
高
齢
者
の
た
め
の
支
出
や
︑
年

金
と
疾
病
に
つ
い
て
の
賃
金
代
替
は
︑
そ
の
逆
を
示
し
て
い
る
︒
｣(S

.51.)

さ
ら
に
︑
西
欧
の
福
祉
国
家
相
互
の
類
似
性
に
着
目
す
る
と
︑
社
会
政
策
の
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
拡
散
︵D

iffusion

︶
論

が
成
立
す
る
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
サ
ー
ヴ
ェ
イ
に
し
た
が
え
ば
︑
そ
の
ば
あ
い
に
提
起
さ
れ
る
論
点
は
﹁
模
倣
﹂
と
﹁
学
習
﹂
で
あ

り
︑﹁
政
策
の
借
用
﹂
で
あ
る
︵
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
的
要
素
と
イ
ギ
リ
ス
的
要
素
の
混
在
︶︒
ま
た
︑
模
倣
に
も

と
づ
く
革
新
も
あ
り
︑
そ
こ
で
は
理
念
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
︑
知
識
︑
専
門
家
な
ど
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
差
異
と

相
似
性
と
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
く
に
共
通
の
言
語
︑
宗
教
︑
文
化
︑
法
制
度
に
属
す
る
国
々
の
ば
あ
い
に
は
︑﹁
家
族

の
よ
う
な
諸
国
家L

änder-F
am

ilien

﹂
の
概
念
が
妥
当
す
る
こ
と
も
あ
る(S

.52f.)

︒
以
上
が
第
二
節
﹁
筆
者
の
試
論
の
構
想
的
諸

要
素

│
変
形
・
制
度
・
拡
散
﹂
の
骨
子
で
あ
る
︒

そ
し
て
第
三
節
﹁
本
書
の
目
標
と
構
成
﹂
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
導
入
的
・
前
提
的
諸
論
点
を
踏
ま
え
て
︑
本
書
の
目
標
が
つ
ぎ
の

三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒
第
一
に
︑﹁
福
祉
国
家
比
較
の
理
論
的
基
礎
に
か
ん
す
る
概
観
を
与
え
︑
そ
こ
で
は
社
会
科
学
の
な
し
う

る
寄
与
と
分
析
的
展
望
に
注
力
す
る
﹂
こ
と
︑
第
二
に
︑﹁
国
際
的
に
議
論
さ
れ
︑
そ
の
か
ん
に
実
際
の
政
治
に
お
い
て
革
新
的
な
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結
果
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
諸
テ
ー
マ
に
つ
い
て
︑
最
初
の
接
近
を
お
こ
な
い
概
観
を
与
え
る
﹂
こ
と
︑
そ
し
て
第
三
に
︑

﹁
そ
こ
か
ら
︑
現
在
の
連
邦
共
和
国
の
状
況
へ
適
用
可
能
な
示
唆
と
討
議
の
刺
激
と
を
引
き
だ
す
﹂
こ
と
で
あ
る(S

.53.)

︒
以
上
が

本
書
の
第
一
章
﹁
方
法
論
的
・
理
論
的
基
礎
﹂
の
概
要
で
あ
る
︒

(三
)

福
祉
国
家
の
政
治
経
済
学
的
状
況

│
制
度
構
造
の
多
様
性

一

つ
ぎ
に
第
二
章
で
は
︑﹁
福
祉
国
家
の
政
治
経
済
学
的
状
況
﹂
が
点
検
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
第
一
節
は
﹁
西
欧
に
お
け
る
最

近
の
時
代
変
転

│
危
機
︑
改
革
︑
連
続
性
﹂
を
主
題
と
し
︑
第
一
の
局
面
は
﹁
新
保
守
主
義
的
転
換
と
福
祉
国
家
か
ら
の
離
反
﹂

で
あ
る
︒
遅
く
と
も
一
九
八
〇
年
代
以
降
︑
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
か
ら
ポ
ス
ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
へ
転
換
し
︑
社
会
政
策
を
と
り
ま

く
枠
条
件
と
し
て
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
︑
国
の
負
債
に
よ
る
活
動
制
約
︑
構
造
的
な
高
失
業
︑
人
口
変
動
︵
高
齢
化
と
家
族
の
構
造

変
化
︶︑
移
民
の
動
き
︑
そ
し
て
特
殊
ド
イ
ツ
的
問
題
と
し
て
は
統
一
の
事
後
処
理
と
い
っ
た
諸
問
題
が
登
場
し
た
︒
こ
れ
に
対
応

し
て
︑
社
会
保
障
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
は
︑
英
米
の
新
保
守
主
義
政
権
の
下
で
は
︑
社
会
給
付
の
圧
縮
︑
経
済
的
諸
条
件
へ
の
社
会

政
策
の
従
属
化
な
ど
︑
福
祉
国
家
の
限
界
づ
け
が
前
面
に
現
れ
︑
ド
イ
ツ
で
は
︑
柔
軟
化
︑
分
権
化
︑
効
率
化
が
テ
ー
マ
に
な
っ

た
︒
さ
ら
に
諸
規
制
の
廃
止
が
進
み
︑
失
業
の
拡
大
︑
労
働
条
件
の
不
均
等
化
︑
と
く
に
人
生
の
両
端
︵
子
育
て
と
介
護
︶
で
の
機

会
の
不
平
等
化
が
顕
在
化
し
た
が
︑
こ
れ
ら
は
個
人
の
能
力
の
問
題
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
︒
新
保
守
主
義
の
諸
政
府
は
市
場

の
自
由
な
働
き
に
ゆ
だ
ね
た
か
ら
︑
た
い
て
い
の
ば
あ
い
は
失
業
が
増
大
し
︑
そ
れ
は
社
会
支
出
の
意
図
せ
ざ
る
増
加
を
招
く
こ
と

に
も
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
高
い
社
会
支
出
は
雇
用
・
経
済
政
策
の
不
足
の
結
果
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
た(S

.58-60.)

︒

第
二
の
局
面
は
﹁
ニ
ュ
ー
･レ
イ
バ
ー
︑
現
代
化
︑
活
性
化
﹂
と
題
し
て
︑
新
保
守
主
義
へ
の
対
抗
運
動
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
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従
来
の
左
・
右
と
は
異
な
る
新
し
い
社
会
民
主
主
義
と
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
が
﹁
第
三
の
道
﹂
を
提
唱

し
︑﹁
古
い
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
か
ら
の
離
反
﹂
と
﹁
労
働
を
つ
う
じ
た
社
会
統
合
﹂
す
な
わ
ち
﹁
活
性
化
政
策
﹂
に
よ
る

諸
個
人
の
﹁
雇
用
さ
れ
る
能
力em

ployability

﹂
の
向
上
が
め
ざ
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
社
会
政
策
は
た
ん
な
る
安
全
ネ
ッ
ト
で
は

な
く
︑
労
働
と
自
立
を
促
進
し
て
諸
問
題
を
予
防
す
る
積
極
的
な
援
助
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
︒
⁝
⁝
過
度
な
国
家
干
渉
で
も
無
制

限
の
市
場
の
力
で
も
な
く
︑
両
者
へ
の
対
重
と
し
て
市
民
社
会
を
強
化
す
る
こ
と
﹂
が
重
要
な
の
だ
︑
と
︒
各
国
の
こ
う
し
た
方
向

で
の
諸
改
革
は
︑
財
政
政
策
︑
労
働
市
場
・
雇
用
政
策
を
中
心
に
多
様
に
展
開
さ
れ
た(S

.60-62.)

︒

第
三
の
局
面
は
﹁
安
定
性
︑
変
化
︑
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
差
異
﹂
で
あ
り
︑
各
国
の
対
応
は
︑
政
党
の
力
関
係
や
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
や
国
制
構
造
の
違
い
に
よ
り
多
様
に
分
岐
し
た
︒
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
も
ブ
レ
ア
の
ニ
ュ
ー
・
レ
イ
バ
ー
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な

か
で
は
﹁
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
制
度
上
の
特
殊
性
に
強
く
依
存
し
て
﹂
い
た
し
︑
社
会
保
険
中
心
主
義
の
国
々
︵
ビ
ス
マ
ル
ク
型
︶
で

は
︑
そ
の
制
度
運
営
の
自
立
性
に
よ
っ
て
社
会
支
出
削
減
へ
の
﹁
抵
抗
力
﹂
の
強
さ
が
示
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
福
祉
国
家
は
全
体
と

し
て
﹁
統
合
・
補
償
・
正
統
化
の
諸
機
能
を
果
た
し
﹂︑
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
諸
変
化
の
な
か
で
も
﹁
ま
だ
古
臭
く
な
っ
て
い
な

か
っ
た
﹂
の
で
あ
り
︑﹁
む
し
ろ
逆
に
︑
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
︑
介
護
保
険
が
導
入
さ
れ
た
り
︑
労
働
市
場
政
策
が
い
っ
そ
う
活

性
化
さ
れ
た
り
し
た
︒﹂
こ
う
し
て
︑
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
福
祉
国
家
は
﹁
不
可
逆
的
﹂
で
あ
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
︒
現
に
一
九
八
〇

−

二
〇
〇
八
年
の
Ｅ
Ｕ
主
要
国
の
社
会
支
出
︵
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
︶
の
変
化
を
み
る
と
︑
全
体
と
し
て
減

少
し
て
お
ら
ず
︑
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
高
水
準
を
維
持
し
て
い
る
︒
北
欧
諸
国
と
南
欧
諸
国
と
の
差
異
は
続
い
て
い
る
が
︑
Ｅ
Ｕ

内
の
隔
た
り
は
縮
小
し
つ
つ
あ
る(S

.63f.)

︒

し
か
し
第
四
の
局
面
と
し
て
︑
こ
う
し
た
動
向
に
逆
行
す
る
よ
う
な
﹁
福
祉
国
家
の
限
界
と
社
会
的
排
除
﹂
と
い
う
問
題
状
況
が
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あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
福
祉
国
家
の
選
別
主
義
的
傾
向
の
増
大
と
貧
困
化
リ
ス
ク
の
増
大
﹂
の
も
と
で
︑﹁︿
三
分
の
二
社
会
﹀
へ
の

道
や
︿
プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
﹀
の
形
成
﹂
が
問
題
化
し
つ
つ
あ
る
︒
西
欧
諸
国
に
お
い
て
︑
社
会
給
付
が
維
持
さ
れ
て
い
て
も
な
お

﹁
貧
困
線
以
下
の
家
計
が
驚
く
べ
き
数
で
存
在
し
て
い
る
﹂
こ
と
は
︑﹁
社
会
保
障
の
網
に
こ
ん
に
ち
で
も
穴
が
あ
る
﹂
こ
と
を
表
し

て
お
り
︑
そ
れ
は
﹁
長
期
の
大
量
失
業
と
非
典
型
労
働
関
係
の
増
大
﹂
と
と
も
に
︑﹁
社
会
的
な
ま
と
ま
り
を
脅
か
し
て
い
る
︒﹂
こ

う
し
て
﹁︿
プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
﹀︑
あ
る
い
は
︿
社
会
的
扶
養
シ
ス
テ
ム
の
確
実
性
の
な
か
の
不
確
実
性
﹀
と
い
う
逆
説
性
が
問
わ
れ

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
｣(S

.65f.)

二

つ
ぎ
に
︑
第
二
節
の
主
題
は
﹁
現
代
福
祉
国
家
の
構
造
問
題
﹂
で
あ
り
︑﹁
危
機
﹂
を
め
ぐ
る
諸
次
元
が
展
望
さ
れ
る
︒
第

一
に
︑﹁
危
機
の
国
内
的
要
因
﹂
と
し
て
︑
財
政
問
題
︑
正
統
性
危
機
︑
そ
し
て
制
度
上
の
問
題
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
財
政
問

題
は
︑
社
会
支
出
増
加
の
限
界
の
問
題
で
あ
る
が
︑
社
会
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
Ｅ
Ｕ
十
五
カ
国
で
お
よ
そ
二
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
り
︑
新
保
守
主
義
が
席
巻
し
た
英
・
米
で
も
社
会
保
障
支
出
は
安
定
し
て
い
る
︒
む
し
ろ
社
会
の
高
齢
化
と
少
子
化
が
世
代
間
関

係
を
変
化
さ
せ
︑
と
く
に
年
金
保
険
の
維
持
が
ど
の
国
で
も
重
要
な
政
策
課
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
︒
ま
た
︑
福
祉
国
家
の
正
統
性
問

題
は
︑
租
税
負
担
へ
の
市
民
の
抵
抗
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
︑
一
方
で
は
社
会
政
策
の
現
状
に
対
す
る
一
般
的
な
支
持
も
根
強
い

(S
.66-68.)

︒

さ
ら
に
︑
福
祉
国
家
の
制
度
上
の
問
題
と
し
て
︑﹁
過
度
の
官
僚
制
化
︑
貨
幣
主
義
化
︑
法
律
主
義
化
﹂
が
指
摘
さ
れ
る
︒
こ
の

政
治
シ
ス
テ
ム
の
構
造
モ
デ
ル
を
︑
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
は
﹁
生
活
世
界
の
植
民
地
化
﹂
と
呼
び
︑
そ
こ
に
﹁
共
同
性
の
疎

外
と
不
確
実
化
の
現
象
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
社
会
連
帯
の
手
持
ち
在
庫
を
侵
食
す
る
脅
威
﹂
を
み
と
め
て
い
る
︒﹁
自
助
︑
新
し
い
補
完

性
︑
第
三
セ
ク
タ
ー
︑
福
祉
多
元
主
義
︑
あ
る
い
は
民
主
化
と
分
権
化
と
市
民
参
加
は
︑
福
祉
国
家
の
︵
か
な
り
の
数
の
人
々
に
と
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っ
て
は
す
で
に
︑
福
祉
社
会
の
︶
変
化
し
た
制
度
的
構
造
を
表
現
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
い
く
つ
か
で
あ
る
︒﹂
ま
た
︑
共
同
体
主
義

者
に
よ
る
福
祉
国
家
批
判
も
︑
小
集
団
に
よ
る
福
祉
国
家
の
﹁
補
完
﹂
を
め
ざ
し
て
い
る
点
で
︑
こ
う
し
た
多
元
主
義
的
志
向
に
連

接
す
る
︒
さ
ら
に
︑
七
〇
年
代
以
降
に
顕
在
化
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
﹁︿
家
父
長
制
的
﹀
福
祉
国
家
﹂
に
対
す
る
批
判
は
︑

﹁
私
的
再
生
産
の
領
域
﹂
に
注
目
し
︑﹁
福
祉
国
家
を
生
産
し
︑
そ
の
諸
給
付
を
消
費
し
て
い
る
の
は
︑
と
り
わ
け
女
性
で
あ
る
﹂
こ

と
︑
同
時
に
︑﹁
社
会
政
策
的
包
摂
は
つ
ね
に
依
存
と
支
配
さ
え
も
つ
く
り
だ
し
て
い
る
﹂
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒﹁
労
働

市
場
に
お
け
る
女
性
の
地
位
と
社
会
政
策
的
保
護
に
つ
い
て
は
︑︿
領
主
の
︹
男
た
ち
の
︺
館H

errenhaus

で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹀

も
著
し
い
国
民
的
差
異
を
示
し
て
い
る
︒
北
欧
諸
国
の
女
性
た
ち
は
労
働
市
場
で
か
な
り
よ
い
地
位
を
手
に
入
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は

と
り
わ
け
六
〇
年
代
以
降
強
力
に
拡
張
さ
れ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
関
連
し
て
い
る
︒
｣(S

.68-70.)

構
造
問
題
の
第
二
は
︑﹁
外
的
な
危
機
﹂
と
し
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
か
ん
す
る
諸
問
題
で
あ
る
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
し
た
が
え
ば
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ
の
事
態
を
指
し
て
い
る
︒
第
一
に
︑
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
︑
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
︑
第

二
に
︑﹁
労
働
の
要
素
と
国
民
国
家
の
政
治
的
操
作
能
力
と
は
空
間
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
﹂
こ
と
︑﹁
こ
こ
か
ら
賃
金
と
社
会
支
出

へ
の
圧
力
が
生
じ
る
し
︑
さ
ら
に
古
典
的
な
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
安
定
化
政
策
は
開
放
経
済
の
も
と
で
効
果
を
発
揮
で
き
な
く
な
る
︒﹂

第
三
に
︑
二
種
類
の
﹁
超
国
家
的
組
織
﹂
が
生
ま
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
一
方
で
は
巨
大
な
多
国
籍
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
よ
う
に
︑
グ
ロ
ー

バ
ル
化
を
加
速
さ
せ
︑
他
方
で
は
国
連
の
経
済
機
関
や
世
界
銀
行
の
よ
う
に
︑
規
制
を
か
け
る
方
向
に
作
用
す
る
︒
実
証
的
研
究
で

は
︑
社
会
保
障
支
出
水
準
と
輸
出
拡
大
あ
る
い
は
資
本
取
引
の
自
由
度
と
の
相
関
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
︒
し
か
し
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
帰
結
と
考
え
ら
れ
る
の
は
︑﹁
福
祉
国
家
と
経
済
と
の
相
互
作
用
の
増
大
︑
な
ら
び
に
社
会
政
策
の
︿
越
境
と
経
済
化
﹀
の
拡

大
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
社
会
政
策
の
経
済
・
成
長
目
標
へ
の
従
属
化
﹂
で
あ
り
︑﹁
市
場
所
得
の
不
平
等
の
拡
大
﹂
で
あ
る(S

.70-
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72.)

︒
そ
し
て
﹁
以
上
の
よ
う
に
諸
問
題
を
解
決
す
る
能
力
と
い
う
点
︑
し
か
し
同
時
に
み
ず
か
ら
そ
の
諸
問
題
を
生
み
だ
し
て
も
い
る

と
い
う
点
で
︑
扱
い
の
や
っ
か
い
な
福
祉
国
家
の
発
展
﹂
は
︑
構
造
問
題
の
第
三
︑
あ
る
い
は
一
定
の
収
束
点
と
し
て
︑﹁
規
模
と

形
式
に
お
け
る
か
な
り
の
国
際
的
相
違
を
示
し
て
い
る
﹂
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒﹁
西
欧
の
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
は
︑
た
し
か
に
広

く
比
較
可
能
な
リ
ス
ク
︵
老
齢
︑
失
業
︑
疾
病
︑
労
災
︶
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
し
か
し
多
様
な
制
度
構
造
を
示
し
て

お
り
︑
別
の
道
具
を
使
っ
て
い
た
り
財
政
上
の
重
点
を
置
い
た
り
し
て
い
る
︹
社
会
保
障
給
付
の
機
能
別
割
合
の
国
際
比
較
に
お
け

る
障
碍
︑
遺
族
︑
家
族
︑
住
宅
︑
そ
の
他
の
割
合
の
分
岐
状
況
︺︒
結
局
︑
福
祉
国
家
の
政
策
が
社
会
保
険
や
古
典
的
な
社
会
的
リ

ス
ク
以
外
に
ど
こ
ま
で
対
応
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
互
い
に
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
｣(S

.72.)

こ
の
点

は
︑
こ
れ
ま
で
老
齢
と
医
療
に
特
化
し
︑
家
族
︵
保
育
や
介
護
︶・
職
業
訓
練
・
住
宅
︵
お
よ
び
教
育
︶
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
給
付
を

家
族
の
私
的
負
担
と
企
業
と
に
依
存
し
て
き
た
日
本
の
現
在
の
問
題
状
況
を
も
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
本
節
の
結
論
と
し
て
こ
う
述
べ
る
︒﹁
現
代
の
福
祉
国
家
は
︑
西
欧
諸
国
で
は
一
貫
し
て
そ
れ
ぞ
れ

特
別
の
諸
制
度
の
セ
ッ
ト
で
成
り
立
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
の
制
度
は
互
い
に
異
な
っ
た
挑
戦
を
受
け
︑
異
な
っ
た
解
決
を
な
し
と
げ

て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
う
し
た
多
種
多
様
な
眺
望
は
︑
そ
う
性
急
に
百
年
に
一
度
の
危
機
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
む
し

ろ
国
民
的
社
会
政
策
と
そ
の
将
来
の
多
元
性
︑
特
殊
性
︑
相
対
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
さ
い
︑
重
大
な
諸
問
題

や
広
範
囲
に
及
ぶ
改
革
必
要
性
を
無
視
し
た
り
︑
共
通
の
諸
傾
向
を
な
お
ざ
り
に
し
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
｣(S

.73.)

三

つ
ぎ
に
第
三
節
は
︑﹁
欧
州
連
合
の
社
会
政
策
﹂
を
扱
っ
て
い
る
︒
欧
州
共
同
体
の
統
合
化
戦
略
は
︑
当
初
か
ら
﹁
経
済

法
・
市
民
法
︵
と
り
わ
け
労
働
力
︑
商
品
︑
サ
ー
ビ
ス
︑
資
本
の
移
動
の
自
由
︶﹂
に
重
点
を
置
き
︑
社
会
的
な
分
野
は
副
次
的
扱
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い
で
あ
っ
た
が
︑
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
︵
一
九
九
三
年
︶
で
社
会
政
策
に
か
ん
す
る
議
定
書
が
確
定
さ
れ
︑
ま
も
な
く
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
条
約
︵
一
九
九
七
年
︶
に
社
会
議
定
書
の
諸
規
定
が
統
合
さ
れ
て
︑
全
加
盟
国
に
適
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒
そ
の
さ
い
︑
全

会
一
致
に
よ
る
も
の
と
は
別
に
︑
特
別
の
多
数
決
で
決
定
さ
れ
た
項
目
は
︑
労
働
場
お
よ
び
労
働
条
件
に
お
け
る
安
全
・
衛
生
保

護
︑
労
働
者
の
教
習
お
よ
び
意
見
聴
取
︑
労
働
市
場
に
お
け
る
職
業
適
合
︑
労
働
世
界
に
お
け
る
男
女
の
機
会
均
等
で
あ
っ
た
︒
そ

し
て
二
〇
〇
〇
年
以
降
︑
Ｅ
Ｕ
は
社
会
政
策
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
欧
州
社
会
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
提
示
す
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
社
会

的
排
除
と
差
別
の
克
服
︑
社
会
的
公
正
と
社
会
保
護
︑
男
女
平
等
︑
世
代
間
の
連
帯
お
よ
び
児
童
の
諸
権
利
の
保
護
の
促
進
﹂
を
Ｅ

Ｕ
憲
法
︵
草
案
︶
に
掲
げ
︑
欧
州
委
員
会
が
加
盟
各
国
に
お
け
る
社
会
政
策
目
標
の
達
成
状
況
と
社
会
状
態
に
か
ん
す
る
年
次
報
告

書
を
作
成
し
て
︑
理
事
会
︑
議
会
お
よ
び
経
済
社
会
委
員
会
へ
伝
え
る
こ
と
と
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
政
策
面
の
活
動
範
囲

は
か
な
り
拡
大
し
︑
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
か
ら
の
作
用
の
影
響
力
が
増
大
し
て
福
祉
国
家
の
政
策
分
野
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
が
進
展
す
る
こ

と
に
な
っ
た(S

.73-75.)

︒

Ｅ
Ｕ
社
会
政
策
の
形
成
と
履
行
に
か
か
わ
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
︑
経
済
社
会
委
員
会
と
地
域
委
員
会
の
ほ
か
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
注

目
し
て
い
る
の
は
︑
社
会
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
協
同
と
い
う
﹁
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
欧
州
委
員
会
が
諸
国
民
の

相
違
や
利
害
を
考
慮
し
つ
つ
設
定
し
た
﹁
欧
州
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
﹂
と
呼
ば
れ
る
仕
組
み
で
あ
り
︑﹁
労
働
者
団
体
と
使
用
者
団

体
︑
各
種
の
︿
公
益
団
体
﹀
あ
る
い
は
福
祉
団
体
に
よ
る
︿
社
会
対
話
﹀﹂
に
重
要
な
役
割
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
社
会
政
策
の
重
要
な
構
造
的
基
礎
﹂
を
な
し
て
い
る(S

.76.)
︒

さ
ら
に
︑﹁
欧
州
社
会
政
策
の
最
も
重
要
な
道
具
﹂
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
第
一
に
︑﹁
社
会
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
﹂
で
あ

る
︒
こ
れ
は
︑
リ
ス
ボ
ン
条
約
︵
二
〇
〇
七
年
︶
に
沿
っ
て
欧
州
の
社
会
モ
デ
ル
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に
優
先
的
に
取
り
組
む
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べ
き
課
題
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
︑
経
済
社
会
の
深
刻
な
変
化
の
も
と
で
﹁
各
国
の
制
度
の
現
代
化
を
容
易
に
す
る
﹂
こ
と
︑
ま

た
︑﹁
域
内
市
場
の
調
和
的
な
作
動
を
支
援
し
︑
同
時
に
︑
基
本
権
と
共
通
の
価
値
を
保
障
す
る
﹂
こ
と
を
め
ざ
し
︑
複
線
的
戦
略

と
し
て
︑
市
民
の
信
頼
の
強
化
と
︑
二
つ
の
重
点
方
策
︵
雇
用
︑
な
ら
び
に
機
会
均
等
と
社
会
編
入
︶
と
を
掲
げ
た
︒

第
二
に
︑
欧
州
理
事
会
は
リ
ス
ボ
ン
で
︑
将
来
の
社
会
政
策
ア
ク
シ
ョ

ン
を
よ
り
よ
く
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
加
盟
国
の
社
会
政
策
の
一
部
を
調
査
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
︒
こ
れ
は
﹁
開
か
れ
た
調
整
方
法
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
ま
た
第
三

に
︑
Ｅ
Ｕ
側
は
︑
加
盟
国
の
改
革
を
誘
導
す
る
た
め
に
共
通
の
方
向
性
あ
る
い
は
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
な
り
︑
ま
ず
貧
困
の
克
服

と
高
齢
者
保
障
の
分
野
か
ら
着
手
し
︑
そ
の
ご
雇
用
政
策
や
労
働
者
保
護
な
ど
他
分
野
へ
拡
大
し
つ
つ
あ
る(S

.76f.)

︒
さ
ら
に
︑

と
く
に
若
者
と
長
期
失
業
者
向
け
の
雇
用
政
策
の
た
め
の
﹁
欧
州
社
会
基
金
﹂
と
︑
劣
位
に
置
か
れ
た
地
域
の
経
済
社
会
条
件
を
改

善
す
る
た
め
の
﹁
欧
州
地
域
発
展
基
金
﹂
が
あ
る
︒
し
か
し
﹁
Ｅ
Ｕ
の
予
算
は
︑
加
盟
諸
国
の
国
家
歳
出
の
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な

い
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
﹂︑
と(S

.78f.)

︒

福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
の
欧
州
型
と
国
民
型
と
の
﹁
両
立
性
と
補
足
性
﹂
と
い
う
点
か
ら
欧
州
社
会
政
策
の
今
後
を
展
望
す
る
と
︑

欧
州
型
が
さ
ら
に
次
第
に
拡
大
し
て
ゆ
く
に
は
コ
ス
ト
の
増
大
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
︑
拡
大
を
後
押
し
す
る
要
因
も
考
え
ら
れ

る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
Ｅ
Ｕ
当
局
の
自
律
的
な
活
動
﹂︑
こ
れ
ま
で
の
実
績
つ
ま
り
﹁
経
路
依
存
性
﹂︑
高
失
業
や
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム

の
課
題
な
ど
多
く
の
国
々
に
﹁
共
通
す
る
諸
問
題
の
深
刻
さ
の
増
大
﹂︑﹁
国
家
以
外
の
ア
ク
タ
ー
の
諸
活
動
﹂
な
ど
で
あ
り
︑
Ｅ
Ｕ

へ
の
﹁
主
権
の
譲
渡
に
よ
る
︹
国
内
︺
権
力
維
持
﹂
と
い
う
選
択
肢
も
あ
り
う
る
と
み
る
研
究
者
も
い
る
︒
そ
れ
と
は
逆
に
︑
各
国

の
社
会
政
策
の
﹁
発
展
経
路
の
違
い
﹂
が
﹁
統
合
の
障
害
物
﹂
に
な
る
だ
ろ
う
と
︑
否
定
的
に
み
る
こ
と
も
で
き
る
︒﹁
伝
統
的
な

︿
制
動
手
﹀﹂
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
だ
け
で
な
く
︑
Ｅ
Ｕ
の
﹁
東
欧
へ
の
拡
大
﹂
が
統
合
に
対
す
る
抑
制
要
因
と
な
り
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う
る
だ
ろ
う(S

.81-83.)

︒

(四
)

福
祉
国
家
比
較
方
法
論
の
分
類
と
批
判
的
展
望

一

つ
ぎ
に
第
三
章
で
検
討
さ
れ
る
の
は
︑﹁
福
祉
国
家
比
較
に
か
ん
す
る
研
究
の
方
法
と
現
状
﹂
で
あ
る
︒﹁
比
較
政
治
学
の
な

か
で
︑
福
祉
国
家
の
政
治
は
と
く
に
集
中
的
に
研
究
さ
れ
て
き
た
現
象
の
一
つ
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
何
人
も
の
観
察
者
た

ち
が
︑
学
問
上
の
成
長
分
野
だ
と
さ
え
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
領
域
で
は
過
去
二
十
五
年
間
に
一
連
の
重
要
な
経
験
的
・
理
論
的
な
進

歩
が
達
成
さ
れ
て
き
た
︒﹂
こ
う
前
置
き
し
て
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
比
較
福
祉
国
家
研
究
に
お
け
る
基
本
的
な
方
向
性
と
構
造
に
つ
い

て
の
展
望
を
め
ざ
し
︑
ま
ず
こ
の
対
象
領
域
の
﹁
構
想
的konzeptionell

﹂
把
握
の
仕
方
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
区
分
・
整
理
す
る
︒

(ａ
)

｢福
祉
国
家
を
全
体
と
し
て
究
明
す
る
︒﹂
つ
ま
り
︑
福
祉
国
家
の
特
質
を
﹁︵
か
つ
て
の
︶
ド
イ
ツ
の
社
会
国
家
文
献
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
︑
国
家
理
論
的
︑
社
会
理
論
的
︑
あ
る
い
は
社
会
哲
学
的
に
議
論
す
る
︒﹂
こ
こ
で
は
﹁
政
治
概
念
の
ポ
リ
テ
ィ

polity

の
次
元
﹂
が
中
心
と
な
る
︒

(ｂ
)

福
祉
国
家
の
政
治
を
﹁
量
的
変
数
の
命
題
と
し
て
コ
ー
ド
化
し
︑
統
計
学
的
手
続
き
に
よ
っ
て
決
定
子
と
︵
一
般
化
可
能

な
︶
説
明
モ
デ
ル
を
求
め
る
︒﹂
こ
こ
で
は
﹁
ポ
リ
テ
ィ
ク
スpolitics

﹂
の
次
元
が
問
題
で
あ
る
︒

(ｃ
)

｢健
康
︑
失
業
︑
老
齢
︑
貧
困
な
ど
の
政
策
・
問
題
領
域
︑
な
ら
び
に
そ
れ
ら
に
属
す
る
組
織
的
な
遂
行
構
造
﹂
を
分
析
す

る
︒
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
﹁
ポ
リ
シ
ーpolicy

﹂
の
次
元
が
注
目
さ
れ
る
︒

右
の
三
つ
の
政
治
概
念
の
意
味
に
つ
い
て
は
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
別
の
場
所
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒P

olity

は
﹁
歴
史

的
由
来
も
ふ
く
め
て
自
然
に
形
成
さ
れ
た
制
度
的
・
国
制
的
組
み
立
て
﹂︑politics

は
﹁
政
治
的
な
葛
藤
と
過
程
﹂︑policy

は
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﹁
政
策
の
具
体
的
な
形
態
︵
法
律
的
規
定
︑
国
家
の
綱
領
と
道
具
︶﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
い
わ
ば
政
治
の
形
式
・
過
程
・
内
容
に
相

当
す
る(S

.53.)

︒

｢こ
の
三
つ
の
局
面
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
る
試
み
﹂
と
し
て
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
﹁
福
祉
レ
ジ
ー
ム
﹂

論
を
挙
げ
︑
そ
れ
は
﹁
質
的
局
面
と
量
的
局
面
︑
な
ら
び
に
社
会
政
策
的
諸
原
理
︑
権
力
・
政
党
政
治
お
よ
び
ポ
リ
シ
ー
の
諸
結
果

を
包
括
し
て
い
る
﹂
と
評
し
て
い
る(S

.88.)

︒

さ
ら
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
福
祉
国
家
比
較
の
観
点
か
ら
︑﹁
領
域
的
な
政
治
的
統
一
体
﹂
と
し
て
の
国
家
が
担
っ
て
い
る
﹁
役
割
﹂

を
︑
右
の
構
想
的
把
握
︵
ａ
︶
～
︵
ｃ
︶
と
三
つ
の
政
治
概
念
と
に
対
応
さ
せ
て
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
三
分
類
す
る
︒︵
一
︶﹁
理
念
型

を
構
築
す
る
た
め
の
範
例
と
説
明
素
材
﹂︑
た
と
え
ば
﹁
福
祉
国
家
の
中
心
的
モ
デ
ル
﹂
と
し
て
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
︒︵
二
︶﹁
デ
ー

タ
の
た
め
の
た
ん
な
る
︿
容
器
﹀﹂︑
こ
こ
で
は
歴
史
社
会
的
現
象
や
問
題
・
組
織
は
問
わ
れ
な
い
︒︵
三
︶﹁
制
度
や
場
に
固
有
の
諸

局
面
﹂︑
こ
れ
は
﹁
一
方
で
は
研
究
結
果
の
差
異
化
と
実
際
の
適
用
可
能
性
を
高
め
る
が
︑
他
方
で
は
理
論
的
な
一
般
化
の
試
み
を

困
難
に
す
る
︒﹂
こ
の
最
後
の
点
は
︑
二
つ
の
問
題
を
派
生
さ
せ
る
︒
一
つ
は
︑﹁pars

pro
toto

︵
全
体
を
部
分
で
代
表
さ
せ
る
︶﹂

と
い
う
問
題
︑
つ
ま
り
各
国
の
全
体
の
違
い
を
無
視
し
て
部
分
︵
個
々
の
制
度
︶
を
比
較
し
て
よ
い
の
か
︑
と
い
う
問
題
と
︑
も
う

一
つ
は
︑
比
較
の
﹁
次
元
﹂
が
﹁
つ
ね
に
明
確
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
﹂
こ
と
で
あ
る
︒﹁
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
︑
社
会

支
出
の
よ
う
な
国
民
的
集
計
デ
ー
タ
は
︑
し
ば
し
ば
実
際
に
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
︑
諸
シ
ス
テ
ム
の
等
質
性
を
誤
っ
て
信
じ
さ
せ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
｣(S

.88f.)

以
上
の
﹁
構
想
的
﹂
把
握
の
分
類
と
並
ん
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
整
理
し
て
い
る
の
は
︑
福
祉
国
家
比
較
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
分

類
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
に
お
け
る
代
表
的
事
例
と
し
て
︑
ま
ず
︑
イ
ェ
ン
ス
・
ア
ル
バ
ー
の
ば
あ
い
は
︑︵
一
︶﹁
機
能
主
義
的
モ
デ

─142 ─( 41 )

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
福
祉
国
家
論
の
展
開



ル
﹂︑
つ
ま
り
﹁
国
家
社
会
政
策
を
産
業
化
と
都
市
化
の
過
程
で
生
じ
る
労
働
・
生
活
形
態
の
変
化
に
対
す
る
反
応
と
解
釈
す
る
も

の
﹂︒︵
二
︶﹁
紛
争
理
論
モ
デ
ル
﹂︑
こ
れ
は
﹁
民
主
化
過
程
と
政
治
的
動
員
過
程
︑
な
ら
び
に
政
治
エ
リ
ー
ト
の
正
統
性
の
不
足
の

重
要
性
を
強
調
す
る
﹂
も
の
︒
さ
ら
に
︵
三
︶﹁
政
治
規
範
論
的
方
向
性
﹂
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
的
説
明
と

多
元
主
義
的
説
明
の
二
種
が
区
別
さ
れ
て
い
る(S

.89.)

︒

一
方
︑
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
Ｇ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ば
あ
い
は
︑
つ
ぎ
の
四
分
類
で
あ
る
︒︵
一
︶﹁
社
会
経
済
分
析
学
派
﹂︑
こ
こ
で

は
﹁
と
く
に
経
済
的
要
素
と
人
口
学
的
要
因
お
よ
び
社
会
政
策
の
帰
結
﹂
が
重
視
さ
れ
る
︵
代
表
例
は
Ｈ
・
ウ
ィ
レ
ン
ス
キ
ー
︶︒

︵
二
︶﹁
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
学
派
﹂︑
こ
こ
で
は
﹁
一
方
で
資
本
と
労
働
の
衝
突
お
よ
び
民
主
的
な
正
統
性
義
務
が
︑

他
方
で
は
経
済
の
機
能
的
諸
要
求
が
中
心
に
な
る
﹂︵
代
表
例
は
Ｊ
・
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ン
ズ
︑
Ｃ
・
オ
ッ
フ
ェ
︶︒︵
三
︶﹁
マ
ク
ロ
社
会

学
者
の
学
派
﹂︑
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
﹁
社
会
国
家
は
︑
産
業
化
過
程
と
近
代
化
過
程
の
否
定
的
な
帰
結
を
︑
伝
統
的
な
︵
血
縁
や

家
族
の
︶
社
会
構
造
の
解
体
も
ふ
く
め
て
︑
受
け
止
め
る
必
要
に
ま
す
ま
す
迫
ら
れ
る
﹂︵
代
表
例
は
Ｊ
・
ア
ル
バ
ー
︑
Ｐ
・
フ
ロ

ー
ラ
︶︒︵
四
︶﹁
福
祉
国
家
分
析
の
政
治
的
制
度
主
義
学
派
﹂︑
こ
れ
は
﹁
社
会
的
・
経
済
的
要
求
が
純
粋
政
治
的
な
要
素
と
一
緒
に

ど
ん
な
作
用
を
及
ぼ
す
の
か
︑
ま
た
︑
社
会
政
策
の
水
準
と
発
展
に
お
け
る
か
な
り
の
国
際
的
相
違
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
べ

き
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
集
中
す
る
﹂︵
代
表
例
は
Ｍ
・
Ｇ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︑
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
︑
Ｊ
・
ヒ
ギ
ン

ズ
︶︒こ

の
第
四
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
︑﹁
制
度
そ
れ
自
体
の
も
つ
力
動
性
と
社
会
政
策
の
相
対
的
自
律
性
と
が
最
も
強
調
さ
れ
る
︒
こ

の
制
度
的
力
動
性
の
主
な
原
因
は
現
代
福
祉
国
家
自
体
の
国
内
的
複
雑
性
に
あ
る
︒﹂
つ
ま
り
︑﹁
福
祉
国
家
は
き
わ
め
て
多
種
多
様

な
諸
制
度
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
諸
制
度
は
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
諸
時
代
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
︑
ま
た
︑
そ
れ
ら
全
体
と
相
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互
の
動
き
が
︑
そ
れ
ら
諸
制
度
自
体
と
社
会
全
体
の
発
展
の
力
動
性
の
重
要
な
源
泉
を
な
し
て
い
る
︒﹂
こ
の
よ
う
な
制
度
的
特
質

を
︑
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ピ
ア
ス
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
命
題
で
表
現
し
て
い
る
︒﹁
福
祉
国
家
は
︑
そ
の
発
展
に
お
い
て
は
部
分
的

に
し
か
確
定
さ
れ
な
い
か
ら
︑
歴
史
的
・
比
較
的
な
文
脈
の
な
か
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
福
祉
国
家
の
構
造
と
拡
充

は
︑
政
治
的
利
益
団
体
︑
そ
の
国
に
特
有
の
政
治
的
構
成
︑
お
よ
び
国
家
組
織
の
さ
ま
ざ
ま
な
型
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
︒﹂︵
テ
ー
ゼ

︶(S
.89f.

V
gl.

C
.
P
ierson,

p.101.)
12

さ
ら
に
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ら
は
︑
つ
ぎ
の
二
つ
の
論
点
を
補
充
し
て
い
る
︒
一
つ
は
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
化
に
よ
っ
て
福
祉
国
家
の
行
動
に
と
っ
て
の
枠
条
件
が
変
化
し
て
き
た
と
考
え
る
︑
い
わ
ゆ
る
国
際
仮
説
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ

は
︑﹁
国
民
経
済
の
開
放
性
が
社
会
政
策
的
活
動
を
拡
大
す
る
﹂
と
い
う
面
と
︑﹁
競
争
現
場
で
の
市
場
の
要
求
は
支
出
の
抑
制
を
余

儀
な
く
さ
せ
る
﹂
と
い
う
面
の
両
方
を
ふ
く
ん
で
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
福
祉
国
家
は
国
内
政
治
的
要
因
だ
け
で
説
明
が
つ
く
わ
け
で

は
な
い
﹂
の
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
は
﹁
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
︒﹂

も
う
一
つ
は
﹁
遺
産
負
荷
テ
ー
ゼ
﹂
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
福
祉
国
家
の
発
展
は
︑
歴
史
的
に
と
ら
れ
た
経
路
に
よ
っ
て
強
く
規

定
さ
れ
る
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒﹁
こ
れ
に
よ
り
︑
進
路
転
換
に
は
甚
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
よ
う
に
な
る
︿
ロ
ッ
ク
･イ
ン
効
果

lock-in-E
ffekten

﹀
が
起
こ
る
︒﹂
た
と
え
ば
︑﹁
一
国
の
財
源
は
過
去
の
諸
決
定
に
よ
っ
て
大
幅
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
そ

の
年
の
予
算
の
う
ち
自
由
に
使
え
る
の
は
通
常
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
か
な
い
﹂
し
︑﹁
し
ば
し
ば
要
求
さ
れ
る
年
金
政
策
の
シ
ス
テ

ム
転
換
﹂
に
つ
い
て
も
︑﹁
す
で
に
支
払
わ
れ
た
保
険
料
が
制
度
的
安
定
装
置
と
し
て
は
た
ら
く
︒﹂
こ
の
よ
う
に
﹁
福
祉
国
家
の
諸

政
策
は
現
在
の
権
力
や
問
題
の
配
置
状
況
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
︑
過
去
の
諸
決
定
の
遺
産
で
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
｣

(S
.91.)
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﹁
福
祉
国
家
の
歴
史
的
力
動
性
﹂
と
い
う
点
で
は
︑
イ
ェ
ン
ス
・
ア
ル
バ
ー
が
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
ア
ク
タ
ー
の
配
置
状
況

と
原
動
力
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑
つ
ぎ
の
三
段
階
を
区
別
し
て
い
る
︒︵
一
︶
第
一
次
世
界
大
戦
以
前

│
ビ
ス
マ
ル
ク
の
﹁
権
威

主
義
的
レ
ジ
ー
ム
﹂
か
ら
︑﹁
議
会
制
民
主
主
義
﹂
の
も
と
で
の
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
へ
︑︵
二
︶
両
大
戦
間
期

│
﹁
社
会

保
険
の
発
達
に
対
す
る
労
働
運
動
の
積
極
的
作
用
﹂︑
し
か
し
︑
社
会
主
義
諸
政
党
の
大
き
な
役
割
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
そ
の
解

体
へ
︑
そ
し
て
︵
三
︶
第
二
次
世
界
大
戦
後

│
経
済
発
展
︑
キ
リ
ス
ト
教
保
守
政
党
と
社
会
民
主
党
︑
西
欧
の
経
済
的
繁
栄
局
面

に
お
け
る
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
一
定
の
収
斂
化
︒

│
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
末
以
降
は
︑
給
付
の
見
直
し
の
議
論
が
お
こ
り
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
社
会
政
策
・
労
働
市
場
政
策
も
変
化
し
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
全
体
と
し
て
み
れ
ば
︑
か
な
り
高

い
給
付
水
準
が
維
持
さ
れ
た
﹂
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る(S

.91f.)

︒
以
上
が
第
一
節
﹁
福
祉
国
家
研
究
の
構
想
的
端
緒
︑
理
論

的
文
脈
お
よ
び
評
価
﹂
で
あ
る
︒

二

つ
ぎ
に
第
二
節
で
は
︑
こ
れ
ま
で
﹁
福
祉
国
家
の
力
動
性
を
説
明
す
る
要
因
﹂
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
﹁
産
業
主
義
対
社

会
民
主
主
義
﹂
と
い
う
構
図
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
︒﹁
産
業
主
義
の
論
理
﹂
の
代
表
者
ウ
ィ
レ
ン
ス
キ
ー
︵
一
九
七
五
年
︶

は
︑
既
述
の
よ
う
に
︑
福
祉
支
出
の
高
低
を
左
右
す
る
要
因
と
し
て
﹁
経
済
発
展
と
︑
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
人
口
の
年
齢
構
造
﹂
に

注
目
し
︑
過
去
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
人
口
の
高
齢
化
が
福
祉
国
家
の
支
出
を
高
め
︑
制
度
の
対
象
集
団
の
拡
大
と
給
付
額
の
増
加
を

も
た
ら
し
た
こ
と
︑
こ
の
点
で
﹁
福
祉
国
家
発
展
の
国
際
的
収
斂
化
﹂
が
み
と
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
た
と
え

ば
ジ
ョ

ン
・
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ン
ズ
︵
一
九
七
九
年
︶
は
︑
社
会
民
主
主
義
勢
力
の
政
権
参
加
と
労
働
組
合
の
強
さ
が
福
祉
国
家
の
支
出

を
決
定
す
る
と
主
張
し
た
︒
労
働
者
階
級
の
規
模
と
そ
の
組
織
の
強
さ
︑
お
よ
び
﹁
福
祉
制
度
の
管
理
運
営
に
お
け
る
参
加
民
主
主

義
﹂
の
程
度
が
福
祉
国
家
の
発
達
に
及
ぼ
す
作
用
力
に
つ
い
て
は
︑
ウ
ィ
レ
ン
ス
キ
ー
も
言
及
し
て
お
り
︑
そ
の
意
味
で
は
︑
両
者
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に
と
っ
て
﹁
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
調
整
﹂
の
は
た
す
役
割
が
重
要
に
な
る
︒
そ
こ
か
ら
は
︑
政
労
使
の
合
意
に
よ
る
所
得
政
策

だ
け
で
な
く
︑
完
全
雇
用
政
策
や
︑
成
長
に
よ
る
分
配
の
拡
大
が
形
成
さ
れ
る
余
地
が
広
が
る(S

.93-95.)

︒

し
か
し
七
〇
年
代
以
降
︑
西
欧
各
国
で
︵
社
会
保
険
支
出
と
は
別
に
︶
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
が
進
み
︑
八
〇
年
代
以
降
に
福
祉

国
家
の
分
岐
状
況
が
顕
著
に
な
る
と
︑
一
方
で
は
ウ
ィ
レ
ン
ス
キ
ー
流
の
収
斂
論
に
対
す
る
懐
疑
が
広
が
り
︑
他
方
で
は
単
純
な
労

働
者
政
党
論
へ
の
反
省
も
生
ま
れ
た
︒﹁
社
会
民
主
主
義
﹂
の
再
定
義
が
求
め
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
労
働
組
合
と
政
党
と
の
関
係
︑

経
営
者
や
経
営
者
団
体
の
社
会
政
策
観
が
問
い
直
さ
れ
︑
さ
ら
に
は
福
祉
国
家
に
お
け
る
経
済
政
策
と
社
会
政
策
と
の
関
係
と
い
う

文
脈
で
は
と
く
に
ネ
オ
･コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た(S

.97-99.)

︒

三

第
三
節
﹁
類
型
の
形
成
に
よ
る
現
代
福
祉
国
家
の
特
徴
と
相
違
の
把
握
﹂
で
は
︑
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
﹁
三
つ
の

世
界
﹂
論
が
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
注
目
す
る
の
は
︑
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
︑
国
家
支
出
は
﹁
福
祉
国
家

の
理
論
的
核
心
の
一
つ
の
表
面
的
な
随
伴
現
象
﹂
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
し
︑
福
祉
国
家
の
発
展
史
を
担
っ
て
き
た
重
要
な

﹁
ア
ク
タ
ー
の
実
際
の
諸
要
求
か
ら
出
発
す
べ
き
だ
﹂
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
自
由
主
義
的
︑
保
守
主
義
的
︑
社

会
民
主
主
義
的
の
三
つ
の
モ
デ
ル
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
発
展
経
路
﹂
を
た
ど
っ
て
お
り
︑
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
社
会
政
策
の
組
織
の
独
自
の
論
理
︑︵
と
り
わ
け
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
︶
社
会
的
な
階
層
形
成
と
不
均
等
の
諸
型
式
の
論
理
︑

な
ら
び
に
社
会
的
統
合
と
排
除
の
諸
形
態
の
論
理
を
も
っ
て
い
る
﹂
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
ら
の
相
違
が
︑
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ

ン
の
言
う
﹁︿
脱
商
品
化
﹀
の
程
度
︑
す
な
わ
ち
資
本
主
義
的
︵
労
働
︶
市
場
の
強
制
と
リ
ス
ク
か
ら
の
相
対
的
自
立
性
の
程
度
﹂

と
し
て
要
約
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
と
ら
え
て
い
る(S

.99-101.)

︒
さ
ら
に
﹃
ポ
ス
ト
工
業
経
済
の
社
会
的
基
礎
﹄

︵
一
九
九
九
年
︶
で
展
開
さ
れ
て
い
る
新
し
い
二
つ
の
観
点
︵
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
家
計
の
役
割
︶
を
最
近
の
他
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
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敷
衍
し
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
労
働
市
場
に
与
え
た
影
響
と
政
策
対
応
の
違
い
︵
自
由
主
義
モ
デ
ル
に
お
け
る
規
制
緩
和
︑
社
会
民

主
主
義
モ
デ
ル
に
お
け
る
積
極
的
労
働
市
場
政
策
︑
保
守
主
義
モ
デ
ル
に
お
け
る
早
期
退
職
の
奨
励
と
女
性
の
労
働
市
場
か
ら
の
排

除
と
に
よ
る
基
幹
的
雇
用
の
確
保
︶
と
︑
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
が
家
計
の
役
割
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
違
い
︵
自
由
主
義
モ
デ
ル
に
お
け

る
家
事
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
化
︑
社
会
民
主
主
義
モ
デ
ル
に
お
け
る
国
家
に
よ
る
︹
家
計
の
た
め
の
︺
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
︑
保
守

主
義
モ
デ
ル
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
家
族
︹
女
性
︺
へ
の
依
存
と
︑
サ
ー
ビ
ス
需
要
に
よ
る
雇
用
効
果
︶
を
簡
潔
に
展
望
し
て

い
る(S

.102-104.)
︒

こ
の
よ
う
な
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
﹁
三
つ
の
世
界
﹂
論
に
対
す
る
主
要
な
批
判
あ
る
い
は
補
充
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ

る
︒
た
と
え
ば
︑
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ラ
イ
プ
フ
リ
ー
ト
︵
一
九
九
〇
年
︶
に
よ
る
︑﹁︿
退
化
し
た
福
祉
国
家
﹀
の
型
﹂
と
し
て
の
南

欧
型
︵
ス
ペ
イ
ン
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
︑
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
︑
伝
統
的
な
社
会
支
援
形
態
と
低
開
発
状
態
と
雇
用
保
護
が
特
徴
的
︶
の
提

起
︑
こ
れ
に
中
東
欧
型
を
加
え
る
と
﹁
五
つ
の
世
界
﹂
に
な
る
︒
一
方
︑
キ
ャ
ッ
ス
ル
ズ
と
ミ
ッ
チ
ェ
ル
︵
一
九
九
三
年
︶
は
︑
イ

ギ
リ
ス
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
︑
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
︑
公
的
支
出
割
合
は
低
い
が
﹁
急
進
的
な
平
等
主
義
の
遺
産
﹂
に
規
定
さ
れ

た
同
一
言
語
圏
と
し
て
位
置
づ
け
た
︒
ま
た
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
・
モ
デ
ル
︵
あ
る
い
は
扶
助
モ
デ
ル
︶
と
ビ
ス

マ
ル
ク
・
モ
デ
ル
︵
あ
る
い
は
社
会
保
険
モ
デ
ル
︶
の
対
比
は
︑
社
会
保
障
の
財
政
方
式
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
が
︑
社
会
保
護

の
た
め
の
全
収
入
の
労
使
の
負
担
割
合
は
︑
各
国
の
あ
い
だ
で
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
ク
ラ
ウ
ス
・
オ
ッ
フ
ェ
︵
一
九

九
三
年
︶
は
︑
三
つ
の
世
界
の
各
ア
ク
タ
ー
に
と
っ
て
﹁
脱
商
品
化
﹂
の
意
味
は
同
義
な
の
か
と
問
い
︑
ま
た
︑﹁
脱
商
品
化
は
︑

労
働
力
を
商
品
と
し
て
扱
う
こ
と
の
反
対
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
労
働
者
と
い
う
範
疇
が
社
会
的
に
一
般
的
に
成
立
し
温
存
さ
れ
る
た

め
の
前
提
条
件
な
の
で
は
な
い
か
﹂︑
と
疑
問
を
提
起
し
た
︒
さ
ら
に
︑
Ｊ
．

コ
ー
ル
︵
一
九
九
三
年
︶
の
よ
う
に
︑
社
会
保
険
制
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度
も
︑
そ
の
運
用
方
法
に
よ
っ
て
﹁
き
わ
め
て
多
様
な
幅
の
普
遍
主
義
お
よ
び
脱
商
品
化
と
結
び
つ
き
う
る
﹂
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
し
︑
脱
商
品
化
と
い
う
指
標
は
︑
大
陸
諸
国
に
お
け
る
﹁
社
会
移
転
﹂
と
北
欧
諸
国
で
支
配
的
な
﹁
公
的
消
費
﹂
と
の
作
用
力

の
性
質
の
違
い
を
区
別
で
き
な
い
点
に
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
留
意
し
て
い
る(S

.107-111.)

︒

し
か
し
と
も
あ
れ
︑
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
類
型
論
は
︑
従
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
の
議
論
の
﹁
重
要
な
諸
要
素
を

統
合
﹂
し
︑
同
時
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
や
深
化
を
可
能
に
す
る
﹁
あ
る
種
の
構
想
的
開
放
性
﹂
と
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
応
用
可
能
性
﹂

と
を
も
っ
て
お
り
︑﹁
三
つ
の
福
祉
世
界
と
い
う
簡
明
さ
の
魅
力
﹂
に
よ
っ
て
広
範
な
作
用
力
を
か
ち
え
た
と
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
評

し
て
い
る(S

.111.)

︒

四

そ
の
う
え
で
第
四
節
﹁
三
つ
の
世
界
の
向
こ
う
側

│
福
祉
国
家
研
究
に
お
け
る
新
た
な
議
論
﹂
で
は
︑﹁
三
つ
の
世
界
﹂

論
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
サ
ー
ビ
ス
化
に
と
も
な
う
諸
変
化
︑
す
な
わ
ち
﹁︿
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
﹀
か
ら
︿
シ
ュ
ン
ペ

ー
タ
ー
主
義
的
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
国
家
﹀
へ
﹂
の
移
行
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
︒
こ
の
変
化
に
つ
い
て
は
︑
秩
序
強
化
︑
国
民
国
家
の

空
洞
化
︑
金
融
の
強
大
化
︑
社
会
政
策
の
経
済
化
︑
リ
ス
ク
の
自
己
負
担
化
な
ど
の
趨
勢
と
と
も
に
︑
福
祉
国
家
の
﹁
後
退
﹂︑
社

会
給
付
の
低
下
と
﹁
再
商
品
化
﹂
と
い
う
見
方
が
広
が
っ
た
︒
し
か
し
︑
他
方
で
は
︑︵
ド
イ
ツ
の
︶
人
口
学
的
変
動
と
と
く
に
年

金
保
険
の
財
政
問
題
は
︑
む
し
ろ
﹁
世
代
間
契
約
﹂
の
維
持
の
方
向
へ
作
用
し
︑
社
会
国
家
は
単
純
に
縮
減
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑

制
度
の
基
本
を
確
保
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
だ
ろ
う
と
い
う
見
方
も
生
ま
れ
た
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
こ
の
両
面
を
考
慮
し
つ
つ
︑
民
主

制
下
で
は
﹁
縮
減
は
不
人
気
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
ポ
ー
ル
・
ピ
ア
ス
ン
の
言
う
﹁
非
難
回
避blam

e
avoidance

﹂
が
生
じ
る
こ

と
︑﹁
社
会
官
僚
制
と
専
門
家
た
ち
︵
医
師
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
︶﹂
は
﹁
福
祉
国
家
の
諸
利
益
の
強
力
な
管
理
者
﹂
で
あ
り
︑

し
ば
し
ば
縮
減
を
拒
否
す
る
こ
と
︑
さ
ら
に
﹁
経
路
依
存
性
﹂
が
﹁
福
祉
国
家
的
調
整
の
高
度
な
継
続
性
﹂
を
生
み
だ
す
こ
と
に
注
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意
を
喚
起
し
て
い
る(S

.112-116.)

︒

つ
ぎ
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
福
祉
国
家
研
究
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
展
望
す
る
︒
ま
ず
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
の
政

治
学
教
授
ダ
イ
ア
ン
・
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
︵
一
九
九
九
年
︶
は
︑
こ
れ
ま
で
の
福
祉
国
家
研
究
で
は
︿
男
性
稼
ぎ
主
﹀
モ
デ
ル
が
前
提

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
︑﹁
さ
ま
ざ
ま
な
男
女
レ
ジ
ー
ム
が
存
在
す
る
こ
と
﹂
か
ら
出
発
す
る
︒
そ
の
さ
い
︑
レ
ジ
ー
ム
の
差

異
の
基
準
と
な
る
指
標
は
脱
商
品
化
で
は
な
く
︑﹁
女
性
の
︵
婚
姻
お
よ
び
家
族
か
ら
の
︶
自
立
﹂
の
程
度
で
あ
り
︑
こ
の
観
点
か

ら
︑﹁
男
性
稼
ぎ
主
レ
ジ
ー
ム
﹂︵
伝
統
的
な
専
業
主
婦
モ
デ
ル
︶︑﹁
性
別
役
割
分
担
レ
ジ
ー
ム
﹂︵
女
性
一
般
の
パ
ー
ト
労
働
モ
デ

ル
︶︑﹁
個
人
主
義
的
ケ
ア
・
レ
ジ
ー
ム
﹂︵
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
脱
家
族
主
義
モ
デ
ル
︶
の
三
類
型
が
提
示
さ
れ
た(S

.117f.)

︒

こ
の
う
ち
二
つ
目
の
﹁
性
別
役
割
分
担
レ
ジ
ー
ム
﹂
は
﹁
男
性
稼
ぎ
主
レ
ジ
ー
ム
﹂
に
似
て
い
る
が
︑
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
に
し
た
が

え
ば
︑
前
者
は
性
別
分
業
と
家
族
責
任
を
重
視
し
︑
男
性
の
﹁
扶
養
の
原
理
﹂
と
女
性
の
﹁
ケ
ア
の
原
理
﹂
の
区
分
を
特
徴
と
す

る
︒
し
た
が
っ
て
︑
後
者
で
は
︑
社
会
給
付
は
家
族
扶
養
者
た
る
男
性
の
﹁
特
権
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
前
者
で
は
︑﹁
女
性
は

配
偶
者
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
ケ
ア
の
責
任
に
対
す
る
給
付
を
受
け
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
扶
養
の
原
理
は
労
働
市
場
で
男
性
を
優

遇
し
︑
雇
用
・
賃
金
政
策
は
男
性
労
働
者
向
け
の
も
の
で
あ
る
︒﹂
こ
れ
ら
二
つ
に
対
し
て
第
三
の
モ
デ
ル
は
︑
男
女
と
も
対
等
に

稼
得
と
ケ
ア
と
を
シ
ェ
ア
し
︑﹁
社
会
的
諸
権
利
と
納
税
義
務
と
は
家
族
よ
り
も
個
人
に
帰
属
す
る
﹂
点
で
︑
決
定
的
に
異
な
る
︒

子
育
て
費
用
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
で
ま
か
な
わ
れ
︑﹁
子
ど
も
︑
病
人
︑
障
碍
者
︑
お
よ
び
虚
弱
高
齢
者
の
ケ
ア
は
︑
国
家
が
サ
ー
ビ

ス
の
供
給
と
ケ
ア
提
供
者
へ
の
給
与
支
払
い
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
強
力
に
関
与
す
る
︒﹂
ま
た
︑﹁
受
給
資
格
は
市
民
で
あ
る

こ
と
と
居
住
者
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
社
会
的
諸
権
利
に
対
す
る
結
婚
の
影
響
を
排
除
す
る
﹂
だ
け
で
な

く
︑
そ
の
権
利
性
か
ら
性
差
を
も
取
り
除
き
︑﹁
有
償
労
働
と
無
償
労
働
と
は
同
一
の
給
付
を
与
え
る

(

)
︒﹂

19
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一
方
︑
ド
イ
ツ
語
圏
で
の
研
究
事
例
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
紹
介
し
て
い
る
の
は
︑
ビ
ル
ギ
ッ
ト
・
プ
フ
ァ
ウ
︲
エ
フ
ィ
ン
ガ
ー

︵
二
〇
〇
〇
・
二
〇
〇
九
年
︶
の
ば
あ
い
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑﹁︵
前
近
代
的
な
︶
家
族
経
済
モ
デ
ル
﹂︑﹁
専
業
主
婦
モ
デ
ル
﹂︑

﹁
パ
ー
ト
労
働
主
婦
モ
デ
ル
﹂︑﹁
夫
婦
扶
養
者
モ
デ
ル
︵
子
育
て
外
部
︹
国
ま
た
は
拡
大
家
族
︺
依
存
型
︶﹂︑﹁
夫
婦
扶
養
者
モ
デ
ル

︵
子
育
て
夫
婦
共
同
型
︶﹂
の
五
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
れ
を
も
と
に
︑
西
欧
各
国
の
現
状
を
︑
三
種
類
の
︵
仕

事
と
子
育
て
の
︶︿
両
立
モ
デ
ル
﹀︵︿
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
﹀
モ
デ
ル
︶︑
す
な
わ
ち
﹁
外
部
子
育
て
フ
ル
タ
イ
ム
・
モ
デ

ル
﹂︵
フ
ラ
ン
ス
︶︑﹁
パ
ー
ト
タ
イ
ム
主
婦
モ
デ
ル
﹂︵
イ
ギ
リ
ス
︑
西
部
ド
イ
ツ
︶︑﹁
拡
大
家
族
子
育
て
フ
ル
タ
イ
ム
・
モ
デ
ル
﹂

︵
ス
ペ
イ
ン
︶
の
三
類
型
に
振
り
分
け
て
い
る(S

.118f.)

︒
さ
ら
に
︑﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
﹂
に
か
か
わ
る
規
範
と
制
度
の
ワ
ン
セ

ッ
ト
を
意
味
す
る
︿
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
レ
ジ
ー
ム
﹀
と
い
う
概
念
が
次
第
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば

Ｓ
・
ベ
ッ
ツ
ェ
ル
ト
の
指
摘
に
し
た
が
え
ば
︑﹁
福
祉
国
家
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
﹂
が

問
題
と
な
る
か
ら
︑﹁
ケ
ア
﹂
労
働
の
諸
条
件
︑﹁
労
働
﹂
市
場
に
お
け
る
男
女
の
現
状
と
有
償
・
無
償
労
働
の
性
別
配
分
︑﹁
福
祉
﹂

資
源
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
対
応
的
配
分
と
い
っ
た
諸
局
面
が
研
究
対
象
に
な
る(S

.120.)

︒

さ
ら
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
社
会
支
出
や
所
得
再
分
配
な
ど
の
客
観
的
デ
ー
タ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
主

観
的
な
﹁
価
値
﹂
意
識
の
側
面
に
も
言
及
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
人
々
の
福
祉
国
家
に
対
す
る
考
え
方
や
﹁
生
活
の
質
﹂
の
と
ら
え
方

の
問
題
で
あ
り
︑
福
祉
国
家
の
制
度
的
な
諸
構
造
と
主
観
的
な
諸
局
面
と
の
﹁
弁
証
法
的
関
係
﹂
が
問
い
直
さ
れ
る
︒
ボ
ー
ド
・
リ

ッ
プ
ル
が
言
う
よ
う
に
︑﹁
福
祉
国
家
が
生
み
だ
す
文
化
が
︑
外
的
な
存
在
量
と
し
て
︑
各
人
の
思
考
と
行
動
に
構
造
的
に
反
作
用

す
る
﹂
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
︑
た
と
え
ば
︑
給
付
︑
拠
出
︑
世
代
間
︑
分
配
な
ど
の
﹁
公
正
さ
﹂
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に

感
じ
て
い
る
か
を
調
べ
る
意
味
が
あ
る
︒﹁
老
後
の
所
得
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
懸
念
﹂
の
大
小
︑﹁
相
応
の
老
後
の
生
活
水
準
を
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確
保
す
る
責
任
が
あ
る
の
は
︑
個
人
か
︑
そ
れ
と
も
国
家
か
﹂
と
い
う
質
問
へ
の
回
答
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
国
別
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
︑

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹁
市
民
の
選
好
に
対
す
る
三
つ
の
世
界
の
作
用
効
果
﹂
を
承
認
し
て
い
る(S

.121f.)

︒

五

そ
し
て
最
後
に
第
五
節
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
福
祉
国
家
研
究
を
﹁
査
定
﹂
し
て
︑﹁
成
功
の
歴
史
か
︑
そ
れ
と
も
さ
ら
に
別

の
道
が
あ
る
の
か
﹂︑
と
問
う
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
し
た
が
え
ば
︑
比
較
福
祉
国
家
研
究
は
︑
全
体
と
し
て
み
れ
ば
﹁
重
要
な
認
識
の

進
歩
﹂
を
示
し
︑
統
計
的
な
デ
ー
タ
分
析
だ
け
で
な
く
︑﹁
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
︑
ポ
リ
シ
ー
︑
ポ
リ
テ
ィ
の
三
面
を
結
び
付
け
る
﹂
よ

う
な
﹁
統
合
的
な
理
論
的
構
想
や
類
型
論
を
次
第
に
発
達
さ
せ
て
き
た
︒﹂﹁
と
り
わ
け
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
試
み
は
︑
広

範
囲
の
デ
ー
タ
の
定
量
的
分
析
を
歴
史
・
社
会
学
的
考
察
と
結
び
つ
け
︑
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
国
家
モ
デ
ル
の
規
範
的
基
礎
を
エ
ク
ス

プ
リ
シ
ッ
ト
に
議
論
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
反
響
﹂
呼
び
起
こ
し
︑﹁
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
に
豊
か
に
作
用
し

て
き
た
︒﹂﹁
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
よ
り
も
さ
ら
に
増
し
て
肝
心
な
こ
と
は
︑
福
祉
国
家
と
市
場
︵
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
力
動
性
も
ふ
く

め
て
︶
と
私
的
家
計
／
家
族
か
ら
な
る
魔
法
の
三
角
形
を
統
合
し
て
考
察
し
︑
ポ
ス
ト
工
業
化
の
知
識
・
サ
ー
ビ
ス
社
会
の
新
し
い

挑
戦
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒﹂

こ
れ
を
裏
面
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
案
外
同
じ
こ
と
を
再
生
産
し
て
お
り
︑﹁
ま
す
ま
す
広
ま
っ
て
い
る
過

度
の
定
量
化Ü

ber-Q
uantifizierung

と
︵
容
易
に
手
に
入
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
統
計
か
ら
の
︶
貨
幣
的
指
標
の
利
用
﹂
の
陰
で
﹁
暗
黙
裡

に
︿
大
き
い
ほ
ど
良
い
﹀
と
い
う
仮
定
が
置
か
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
批
判
も
可
能
で
あ
る
︒﹁
社
会
保
障
の
諸
分
野
と
道
具
の
体
系

的
な
効
率
・
作
用
分
析
や
当
事
者
た
ち
の
利
害
の
適
切
な
考
慮
は
︑
福
祉
国
家
比
較
に
お
い
て
は
た
い
て
い
の
ば
あ
い
無
視
さ
れ
て

き
た
︒
た
だ
し
︑
主
観
的
な
面
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
か
ん
に
一
定
の
前
進
が
み
ら
れ
た
け
れ
ど
も
︒﹂
さ
ら
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
こ

れ
ま
で
の
た
い
て
い
の
研
究
に
お
け
る
﹁
単
線
的
進
歩
﹂
史
観
の
た
め
に
︑﹁
福
祉
国
家
の
デ
ィ
レ
ン
マ
や
前
後
矛
盾
︑
そ
し
て
た
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と
え
ば
女
性
に
と
っ
て
福
祉
国
家
が
も
た
ら
し
て
き
た
社
会
的
犠
牲
が
無
視
さ
れ
て
き
た
﹂
こ
と
︑
ま
た
︑﹁
こ
れ
ま
で
︵
政
治
学

的
・
社
会
学
的
な
︶
福
祉
国
家
比
較
が
︑
社
会
教
育
学
や
社
会
経
済
学
あ
る
い
は
社
会
行
政
学
な
ど
の
広
い
研
究
諸
分
野
か
ら
著
し

く
隔
絶
さ
れ
て
き
た
た
め
に
︑
研
究
の
累
積
的
・
統
合
的
な
発
展
が
妨
げ
ら
れ
て
き
た
﹂
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
︒

そ
し
て
最
後
に
︑﹁
た
い
て
い
の
研
究
は
国
家
の
制
度
と
政
治
に
の
み
準
拠
し
て
﹂
お
り
︑﹁︿
社
会
保
険
国
家
﹀
の
限
界
内
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
﹂
と
も
形
容
さ
れ
る
状
況
に
あ
り
︑﹁
福
祉
多
元
主
義
︑
あ
る
い
は
福
祉
生
産
の
第
三
セ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
重
要
な

現
象
が
視
野
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
﹂
点
に
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
疑
問
を
投
げ
か
け
る
︒﹁
と
り
わ
け
︑
ド
イ
ツ
で
は
社
会
・
医
療

制
度
の
広
範
な
部
分
で
︑
国
家
は
出
資
す
る
だ
け
で
あ
り
︑
百
万
人
近
い
被
用
者
を
擁
す
る
福
祉
諸
団
体
が
社
会
サ
ー
ビ
ス
給
付
の

ほ
と
ん
ど
三
分
の
二
を
生
産
し
て
い
る
と
い
う
事
実
﹂
を
指
摘
し
て
︑﹁
こ
う
し
た
識
別
と
拡
張
は
︑︹
第
一
章
の
︺
導
入
部
で
強
調

し
た
政
治
・
制
度
的
な
議
論
の
試
み
に
全
面
的
に
接
続
し
う
る
だ
け
で
な
く
︑
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
補
完
性S

ubsidiarität

の
よ

う
な
構
想
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論
に
も
つ
な
が
り
う
る
︒
と
い
う
の
は
︑
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
当
事
者
と
し
て
女
性
が
問
題
に
な
る
か

ら
で
あ
る
﹂︑
と(S

.123-125.)

︒

こ
う
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
福
祉
国
家
比
較
の
﹁
方
法
・
理
論
・
論
争
点
﹂
を
め
ぐ
る
最
初
の
三
つ
の
章
の
終
結
部
で
︑﹁
福
祉

国
家
比
較
の
欠
陥
と
今
後
の
可
能
な
視
点
﹂
を
整
理
し
て
︑﹁
過
度
の
定
量
化
﹂
に
対
し
て
は
﹁
効
率
・
作
用
分
析
と
当
事
者
た
ち

の
利
害
﹂
を
︑﹁
単
線
的
進
歩
の
仮
定
﹂
に
対
し
て
は
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
犠
牲
と
不
公
正
な
ら
び
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
次
元
の
分
析
﹂
を
︑

﹁
国
家
主
義
的
志
向
と
社
会
保
険
国
家
へ
の
集
中
﹂
に
対
し
て
は
﹁
視
野
の
拡
張
と
し
て
の
福
祉
多
元
主
義
と
福
祉
諸
団
体
﹂
を
︑

そ
し
て
﹁
福
祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
︵
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
︶﹂
に
対
し
て
は
﹁
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
的

な
福
祉
国
家
類
型
や
︑
本
質
的
な
分
析
次
元
と
し
て
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
か
ん
す
る
補
充
﹂
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
提
起
す
る
の
で
あ
る
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(S
.125.)

︒
こ
の
う
ち
︑
と
り
わ
け
第
三
点
︑
福
祉
多
元
主
義
へ
の
展
望
は
︑
後
述
の
よ
う
に
︑
こ
ん
に
ち
の
福
祉
国
家
を
め
ぐ
る

新
し
い
問
題
状
況
の
ド
イ
ツ
的
展
開
構
造
を
示
す
中
心
的
な
主
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

三

福
祉
国
家
の
将
来
展
望

(一
)

新
し
い
社
会
問
題
状
況
と
﹁
活
性
化
﹂
戦
略

一

以
上
の
全
体
と
し
て
の
導
入
部
に
対
し
て
︑
今
度
は
本
書
の
終
結
部
す
な
わ
ち
第
二
十
一
章
と
第
二
十
二
章
の
主
要
論
点
の

概
略
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

第
二
十
一
章
の
主
題
は
﹁
福
祉
国
家
の
今
後
の
発
展
諸
傾
向

│
国
際
的
文
脈
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
討
議
﹂
で
あ
り
︑
ま
ず
第
一

節
で
は
﹁
二
十
一
世
紀
の
社
会
政
策
の
基
本
線
﹂
を
展
望
し
て
い
る
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
し
た
が
え
ば
︑
ド
イ
ツ
の
福
祉
国
家
が
直
面

し
て
い
る
問
題
は
︑
経
済
成
長
お
よ
び
財
政
の
限
界
と
医
療
・
年
金
・
失
業
関
連
の
支
出
の
増
大
と
い
う
経
済
問
題
だ
け
で
な
く
︑

社
会
構
造
の
変
化
︑
と
り
わ
け
九
〇
年
代
に
進
行
し
た
﹁
典
型
的
な
労
働
・
家
族
生
活
﹂
の
﹁
劇
的
な
侵
食
﹂
に
よ
る
﹁︿
通
常
標

準
﹀
の
意
味
喪
失
と
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
基
礎
的
な
諸
関
係
・
諸
分
類
の
破
断
﹂
と
い
う
事
態
で
あ
る
︒
か
つ
て
は
︑

﹁
通
常
の
労
働
関
係
︲
通
常
の
家
族
︲
通
常
の
社
会
政
策
か
ら
な
る
三
つ
組
は
︑
社
会
的
リ
ス
ク
︑
個
人
の
所
得
機
会
︑
お
よ
び
福

祉
生
産
の
諸
形
態
の
三
者
が
配
分
さ
れ
て
い
る
状
態
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
た
﹂
か
ら
︑﹁
現
代
福
祉
国
家
は
︑
あ
る
限
定
さ
れ

た
︵︿
通
常
の
﹀︶
範
囲
で
の
み
︑
一
方
で
︿
欠
損
保
証
﹀
を
引
き
受
け
︑
他
方
で
こ
の
構
成
要
素
を
設
立
し
再
生
産
す
れ
ば
よ
か
っ

た
︒﹂
し
か
し
い
ま
は
﹁
福
祉
国
家
の
改
革
﹂
が
求
め
ら
れ
て
お
り
︑
社
会
政
策
の
﹁
重
要
な
諸
機
能
﹂
は
明
白
で
あ
る
に
し
て
も
︑
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同
時
に
﹁
別
の
や
り
方
︑
つ
ま
り
国
家
の
規
制
・
社
会
政
策
的
給
付
・
制
度
的
構
造
の
多
元
的
で
よ
り
柔
軟
な
﹂
改
変
が
必
要
で
あ

る
︒﹁
た
と
え
ば
女
性
の
社
会
的
状
態
の
改
善
の
た
め
に
は
︑
い
っ
そ
う
の
柔
軟
性
と
︿
地
位
の
保
障
か
ら
通
行
の
保
障
へ
﹀︵
イ
ロ

ー
ナ
・
オ
ス
ト
ナ
ー
︶
へ
の
転
換
が
要
求
さ
れ
て
い
る
︒
｣(S

.447f.)

言
い
換
え
れ
ば
︑
福
祉
国
家
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
︑﹁︿
国
家
任
務
の
︑
国
家
に
よ
る
脱
国
家
化E

ntstaatlichung

﹀﹂︵
ク
ラ
ウ

ス
・
オ
ッ
フ
ェ
︶︑
す
な
わ
ち
︑﹁
国
家
の
直
接
的
行
為
が
必
要
で
は
な
い
ば
あ
い
に
は
国
家
制
御
の
強
さ
を
弱
め
る
﹂
と
い
う
意
味

で
の
﹁︿
ス
リ
ム
化V

erschlankung

﹀﹂
で
あ
る
︒
こ
の
戦
略
が
要
求
す
る
の
は
﹁
パ
ラ
国
家
的
で
分
権
的
な
解
決
法
﹂
で
あ
り
︑

こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
が
﹁
活
性
化A

ktivierung

の
諸
形
態
﹂
で
あ
る
か
ら
︑﹁
補
完
性S

ubsidiarität

と
い
う
古
く
か
ら
あ
る
構

想
に
近
似
し
て
い
る
﹂︒
し
か
し
﹁
市
民
︵
単
独
お
よ
び
社
会
集
団
︶
の
い
っ
そ
う
の
参
加
と
社
会
行
政
の
現
代
化
と
が
︑
こ
こ
で

は
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
し
て
い
る
︒﹂

し
た
が
っ
て
︑
福
祉
国
家
に
お
け
る
﹁
活
性
化
戦
略
﹂
と
﹁
縮
小
戦
略
﹂
と
は
異
な
る
︒
カ
ル
ス
デ
ン
・
Ｇ
・
ウ
ル
リ
ヒ
︵
二
〇

〇
四
年
︶
が
整
理
し
て
い
る
よ
う
に

(

)
︑﹁
国
家
の
退
却
﹂
は
︑
市
場
の
次
元
で
は
﹁
自
由
主
義
モ
デ
ル
﹂︵
市
場
の
支
配
︑
つ
ま
り

20

﹁
消
極
的
自
由
﹂︶
を
帰
結
し
︑
共
同
社
会
次
元
で
は
﹁
保
守
主
義
モ
デ
ル
﹂︵
伝
統
的
な
共
同
体
的
諸
制
度
の
支
配
︑
つ
ま
り
﹁
古

い
補
完
性
﹂︶
を
帰
結
す
る
の
に
対
し
て
︑﹁
国
家
に
よ
る
活
性
化
﹂
は
︑
市
場
次
元
で
は
﹁
社
会
自
由
主
義
モ
デ
ル
﹂︵
個
人
へ
の

資
源
供
与
と
社
会
参
加
の
支
援
︑
つ
ま
り
﹁
積
極
的
自
由
﹂︶
を
︑
共
同
社
会
次
元
で
は
﹁
共
同
体
主
義
モ
デ
ル
﹂︵
共
同
社
会
と
家

族
の
助
成
︑
つ
ま
り
﹁
新
し
い
補
完
性
﹂︶
を
生
み
だ
す
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
同
意
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
国
家
の
退
却
﹂

と
の
対
比
に
お
い
て
︑﹁
国
家
に
よ
る
活
性
化
﹂
は
福
祉
国
家
の
新
た
な
形
態
を
意
味
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
か
ら
の
中
心
問

題
は
福
祉
国
家
の
存
続
か
解
体
か
で
は
な
く
︑﹁
福
祉
国
家
は
ど
ん
な
制
度
形
式
と
具
体
的
形
態
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
﹂
で
あ
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り
︑﹁
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
三
つ
の
世
界
の
中
の
ど
れ
か
一
つ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
｣(S

.449f.)

以
上
の
よ
う
な
基
本
的
展
望
の
も
と
で
︑
最
低
所
得
保
障
︵︿
市
民
手
当B

ürgergeld

﹀︶
の
構
想
は
ド
イ
ツ
の
﹁
社
会
保
険
国

家
﹂
か
ら
の
転
向
を
迫
る
﹁
衝
撃
力
﹂
を
も
っ
て
お
り
︑﹁︿
通
常
の
﹀
人
生
﹂
を
送
れ
ぬ
人
々
の
増
大
に
対
応
す
る
側
面
も
あ
る
か

ら
︑
全
政
党
が
こ
の
構
想
︵
あ
る
い
は
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
︶
に
対
す
る
態
度
決
定
に
か
ん
す
る
議
論
を
深
め
て
い
る
こ
と
が

紹
介
さ
れ
て
い
る(S

.450-453.)

︒

二

つ
ぎ
に
︑
第
二
節
﹁
社
会
政
策
と
経
済
と
の
︑
問
題
を
は
ら
ん
だ
交
差
点
﹂
で
は
︑
経
済
シ
ス
テ
ム
と
福
祉
国
家
と
の
交
互

作
用
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑﹁
社
会
政
策
に
お
け
る
組
織
間
関
係
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
問
題
﹂
の
重
要

性
と
い
う
方
向
で
展
望
し
︑
介
護
・
保
育
・
医
療
な
ど
対
人
サ
ー
ビ
ス
分
野
で
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
消
費
者
保
護
・
品
質
保

証
シ
ス
テ
ム
の
拡
充
が
︑
雇
用
と
女
性
就
労
を
拡
大
し
経
済
成
長
を
促
進
し
う
る
こ
と
を
例
示
し
て
︑﹁
福
祉
国
家
と
経
済
︑
労
働

と
自
由
時
間
︑
産
業
と
公
私
の
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
︑
相
互
の
複
雑
な
循
環
﹂
と
そ
の
﹁
最
適
化
﹂
と
い
う
問
題
認
識
は
︑
未
成
熟

な
状
態
に
あ
る
と
指
摘
す
る(S

.458-460.)
︒
ま
た
︑﹁
低
賃
金
セ
ク
タ
ー
﹂
や
高
齢
者
の
問
題
を
︑﹁
い
わ
ゆ
る
︿
脱
標
準
人
生

entstandardisierte
L
ebenslauf

﹀﹂

│
つ
ま
り
﹁
古
典
的
な
人
生
三
相
モ
デ
ル
︵
若
年
・
成
年
・
老
年
︶
と
そ
れ
に
対
応
し
た
稼

得
三
段
階
︵
職
業
養
成
・
稼
得
活
動
・
年
金
︶
の
剝
離
分
解
﹂

│
の
発
想
で
と
ら
え
直
し
︑﹁
人
生
行
路
の
変
化
﹂
と
﹁
個
人
化
﹂

に
対
し
て
︑
労
働
市
場
行
政
の
柔
軟
化
︑
最
低
所
得
保
障
︑﹁
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
﹂︑
生
涯
学
習
な
ど
を
つ
う
じ
た
﹁
活
性

化
﹂
へ
と
﹁
問
題
解
決
戦
略
の
変
化
﹂
で
対
応
す
る
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑
福
祉
国
家
の
将
来
を
こ
の
よ
う

に
展
望
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
上
述
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ピ
ア
ス
ン
︵
一
九
九
一
年
︶
が
︑
福
祉
国
家
の
発
展
に
対
す
る
深
い
信

頼
と
と
も
に
自
覚
し
て
い
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
課
題
認
識
を
︑
こ
こ
で
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ピ
ア
ス
ン
へ
の
強
い
共
感
を
あ
ら
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わ
し
て
い
る
︒﹁
経
済
政
策
と
社
会
政
策
と
の
関
係
︑
雇
用
と
所
得
と
の
関
係
︑
政
治
的
意
思
決
定
と
経
済
的
意
思
決
定
と
の
関
係
︑

国
家
と
市
場
と
の
関
係
︑
い
ま
の
世
代
と
次
の
世
代
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
が
︑
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
も

し
そ
れ
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
現
在
生
じ
て
い
る
市
場
の
力
へ
の
合
意
は
︑
か
つ
て
福
祉
国
家
を
は
ぐ
く
ん
だ
と
思
わ
れ
る
合
意
よ

り
強
力
な
も
の
と
は
思
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
｣(S

.460-463.
V

gl.
C

.
P
ierson,

p.222.)

三

さ
ら
に
第
三
節
﹁
福
祉
国
家
に
お
け
る
新
旧
の
政
治
ア
ク
タ
ー
﹂
で
は
︑
ポ
ス
ト
工
業
化
社
会
に
お
け
る
新
し
い
社
会
問
題

状
況
の
も
と
で
︑
女
性
・
高
齢
者
・
若
年
者
が
福
祉
国
家
の
変
化
の
担
い
手
と
し
て
現
れ
︑
現
に
職
に
つ
い
て
い
る
労
働
者
の
利
害

代
表
と
し
て
の
労
働
組
合
︵﹁
全
国
的
な
階
級
的
連
帯
﹂︶
の
地
位
が
低
下
し
て
︑﹁
連
帯
社
会
の
も
う
一
つ
の
形
態
﹂︵
職
業
・
企

業
・
地
域
︶
の
形
成
が
今
後
重
要
に
な
る
と
い
う
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
︒
し
か
し
他
方
で
は
︑
社
会
給
付
に
お
け
る
フ
リ
ー
ラ
イ

ダ
ー
問
題
と
い
う
点
で
は
︑
租
税
方
式
に
く
ら
べ
て
社
会
保
険
方
式
の
ほ
う
が
﹁
道
徳
問
題
を
か
な
り
免
れ
て
﹂
お
り
︑
と
く
に
ド

イ
ツ
の
労
働
組
合
は
年
金
受
給
者
と
現
役
労
働
者
と
の
世
代
を
超
え
た
利
害
の
結
び
つ
き
を
可
能
に
し
て
い
る
か
ら
︑﹁
ド
イ
ツ
の

︿
社
会
保
険
国
家
﹀
の
固
有
の
構
成
は
古
い
ア
ク
タ
ー
を
厚
遇
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
根
強
さ
を
発
揮
し
て
い
る
と
判
定
さ
れ

る
︒
し
た
が
っ
て
︑
Ｅ
Ｕ
の
影
響
力
の
増
大
と
い
う
要
因
は
あ
る
も
の
の
︑﹁
シ
ス
テ
ム
固
有
の
諸
構
造
は
依
然
と
し
て
存
続
す
る

の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
福
祉
国
家
の
あ
い
だ
の
相
違
は
︑
少
な
く
と
も
制
度
的
な
特
徴
と
領
域
に
お
い
て
は
︑

貨
幣
と
権
利
と
を
超
え
て
維
持
さ
れ
る
と
い
う
の
が
︑
大
い
に
あ
り
そ
う
な
結
論
な
の
で
あ
る
﹂
と
言
う(S

.464-469.)

︒

(二
)

社
会
政
策
の
再
組
織
化
と
規
範
的
基
礎

一

そ
し
て
最
終
第
二
十
二
章
で
は
︑
結
論
と
し
て
﹁
社
会
政
策
上
の
帰
結
と
政
策
移
転
の
チ
ャ
ン
ス
﹂
が
論
じ
ら
れ
る
︒
第
一
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節
で
は
︑
福
祉
国
家
シ
ス
テ
ム
の
改
革
を
妨
げ
る
要
因
と
し
て
︑
失
業
や
高
齢
化
な
ど
問
題
の
拡
大
が
支
出
の
増
大
を
も
た
ら
す
こ

と
︑
福
祉
国
家
に
批
判
的
な
政
党
で
さ
え
選
挙
で
勝
つ
た
め
に
は
一
定
の
﹁
社
会
的
な
︿
恵
み
﹀﹂
に
配
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
︑
よ
り
一
般
的
に
は
﹁
経
路
依
存
性
﹂
の
作
用
力
と
い
う
点
で
ド
イ
ツ
史
が
示
し
て
い
る
の
は
︑﹁
帝
政
か
ら
再
統
一

ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
体
制
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
制
度
的
基
礎
構
造
と
社
会
政
策
の
類
型
と
に
お
け
る
き
わ
め
て
高
度
な

連
続
性
が
確
認
で
き
る
﹂
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
指
摘
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
福
祉
国
家
的
配
置
状
況
の
し
ぶ
と
さ
﹂
を
︑
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
︑﹁
改
革
の
障
害
﹂
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
む
し
ろ
現
在
の
諸
課
題
に
つ
い
て
根
本
的
に
熟
考
す
る
﹁
チ
ャ
ン
ス
﹂
で
も

あ
る
と
と
ら
え
︑
ド
イ
ツ
の
政
党
や
団
体
は
こ
の
機
会
を
活
か
せ
ず
︑﹁︿
新
し
い
福
祉
国
家
﹀
の
計
画
を
立
て
る
勇
気
が
な
い
﹂
と

批
判
す
る
︒
そ
し
て
︑
未
解
決
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
﹁
現
在
の
社
会
政
策
上
の
将
来
問
題
﹂
と
し
て
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
項
を
列

挙
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
生
活
設
計
の
個
人
化
と
多
元
化
の
増
大
﹂
に
対
す
る
﹁︿
標
準
稼
得
人
生
﹀
に
依
拠
し
た
保
険
シ
ス
テ
ム
の

限
界
﹂︑
高
齢
化
と
年
金
保
険
の
財
政
方
式
の
問
題
︑
社
会
政
策
上
の
個
別
規
則
の
経
済
・
社
会
へ
の
否
定
的
な
作
用
︑
低
成
長
下

の
財
政
的
限
界
︑
経
済
と
社
会
政
策
と
の
統
合
に
よ
る
﹁
シ
ナ
ジ
ー
効
果
の
改
善
﹂︑
完
全
雇
用
と
男
女
機
会
均
等
と
を
達
成
す
る

際
の
諸
問
題
︑
技
術
的
・
経
済
的
変
化
や
国
際
的
移
民
問
題
な
ど
に
よ
る
新
し
い
リ
ス
ク
お
よ
び
保
護
の
必
要
性
の
出
現
︑
な
ど
で

あ
る(S

.471-473.)

︒

二

つ
ぎ
に
﹁
問
題
解
決
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
可
能
性
﹂
と
題
す
る
第
二
節
で
は
︑
デ
ン
マ
ー
ク
と
オ
ラ
ン
ダ
の
女
性
政
策
の
事
例

か
ら
出
発
し
︑
他
国
か
ら
学
ぶ
た
め
の
条
件
や
移
転
可
能
性
が
展
望
さ
れ
る
︒
ス
ペ
イ
ン
な
い
し
地
中
海
諸
国
の
独
自
性
と
と
も

に
︑
オ
ラ
ン
ダ
・
ド
イ
ツ
の
独
自
性
︵
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
モ
デ
ル
︶
へ
の
視
点
か
ら
も
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
類
型
論

の
限
界
が
あ
ら
た
め
て
指
摘
さ
れ
︑﹁
政
治
的
意
志
﹂
あ
る
い
は
﹁
政
治
家
の
問
題
﹂
と
い
う
要
素
も
言
及
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
個
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別
諸
国
の
次
元
か
ら
の
学
習
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
制
次
元
と
い
う
﹁
上
か
ら
の
﹂
影
響
も
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意

し
た
う
え
で
︑
結
論
的
に
は
︑
こ
れ
ま
で
Ｅ
Ｕ
は
各
国
の
福
祉
政
策
を
補
足
す
る
機
能
を
は
た
し
て
き
た
が
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会

モ
デ
ル
と
い
う
諸
要
素
は
す
ぐ
れ
て
手
続
き
的
で
あ
り
︑
実
体
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
﹂
と
評
し
て
い
る(S

.479-482.)

︒

三

最
後
に
﹁
福
祉
国
家
の
将
来
﹂
を
主
題
に
す
え
た
第
三
節
で
は
︑﹁
危
機
論
を
越
え
て
﹂︑
む
し
ろ
新
し
い
社
会
的
リ
ス
ク
へ

の
対
応
︑
と
く
に
﹁
家
族
と
職
業
と
の
よ
り
良
い
結
合
可
能
性
﹂
す
な
わ
ち
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ
る
諸
課
題
が
社

会
政
策
を
強
化
し
︑
福
祉
国
家
を
成
長
さ
せ
る
と
い
う
基
本
的
視
座
が
示
さ
れ
る
︒
た
し
か
に
危
機
は
進
行
中
で
あ
り
︑﹁
社
会
政

策
の
全
体
像
﹂
も
﹁
政
策
構
想
﹂
も
ま
だ
欠
け
て
い
る
状
態
だ
と
認
め
つ
つ
︑
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
提
起
す
る
の
は
︑﹁
行
為
を

導
く
諸
原
理
の
役
割
︑
つ
ま
り
現
代
社
会
国
家
の
規
範
的
に
特
色
づ
け
ら
れ
た
自
己
理
解
の
役
割
﹂
の
重
要
さ
で
あ
る
︒﹁
ド
イ
ツ

の
社
会
政
策
は
︑
困
難
な
枠
条
件
の
も
と
で
新
た
な
社
会
的
合
意
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
将
来
計
画
を
必
要
と
し
て
い
る
﹂
と
い
う

デ
ィ
ー
タ
ー
・
デ
ー
リ
ン
グ
の
言
葉
︵
一
九
九
三
年
︶
を
引
い
て
︑
い
ま
あ
ら
た
め
て
﹁
規
範
的
な
統
合
と
︑
そ
の
よ
う
な
改
革
計

画
の
受
容
と
﹂
を
実
現
す
る
た
め
に
は
﹁
公
正
︹
あ
る
い
は
正
義
︺G

erechtigkeit

﹂
を
め
ぐ
る
討
議
が
欠
か
せ
な
い
と
述
べ
る(S

.

485-490.)

︒

そ
の
さ
い
は
︑﹁
規
範
に
つ
い
て
の
あ
れ
か
こ
れ
か
﹂
が
問
題
で
は
な
い
︒﹁
な
ぜ
な
ら
︑
将
来
の
福
祉
国
家
も
︑
そ
の
規
範
的
な

方
向
づ
け
だ
け
で
な
く
︑
経
済
的
基
盤
と
政
治
的
安
定
も
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒﹂﹁
社
会
政
策
に
お
い
て
国
家
が
は
た
す
べ
き

役
割
を
め
ぐ
る
討
議
﹂
に
つ
い
て
類
推
し
て
み
れ
ば
︑
一
方
に
﹁
活
性
化
し
協
力
す
る
機
能
︑
分
権
的
構
造
な
ら
び
に
市
民
サ
イ
ド

に
立
っ
た
柔
軟
な
行
政
文
化
を
強
化
す
る
﹂
よ
う
な
﹁
穏
健
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
が
あ
り
︑
他
方
に
は
﹁
共
同
体
主
義
的
理
念
﹂
に
も

連
接
し
つ
つ
﹁
規
範
と
市
場
が
制
御
さ
れ
た
福
祉
社
会
﹂
を
め
ざ
す
よ
う
な
﹁
よ
り
急
進
的
な
︑︿
福
祉
国
家
の
社
会
化
﹀
テ
ー
ゼ
﹂
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が
存
在
す
る
︒
し
か
し
︑﹁
こ
の
双
方
の
立
場
に
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
社
会
政
策
の
徹
底
的
な
制
度
的
再
組
織
化
と
い
う
問
題

│
民
営
化
か
ら
︑
連
携
化
あ
る
い
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
助
成
と
自
助
の
た
め
の
援
助H

ilfe
zur

S
elbsthilfe

を
経
て
︑
公
共
行
政

の
改
革
に
ま
で
至
る

│
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
｣(S
.490.)

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
と
く
に
重
視
す
る
の
は
︑
社
会
政
策
の
制
度
的
再
組
織
化
の
問
題
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
優
先

さ
れ
る
べ
き
は
﹁
社
会
的
な
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
と
そ
れ
ら
の
︿
福
祉
文
化
的
な
﹀
埋
め
込
みE

inbettung

の
問
題
﹂
で
あ
り
︑

﹁
そ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
財
政
問
題
や
︵
再
︶
分
配
の
問
題
︑
あ
る
い
は
︵
社
会
︶
保
険
技
術
上
の
諸
局
面
の
問
題
は
背
景
に
退
く
﹂

の
で
あ
る(S

.490
A

nm
.)

︒
つ
ま
り
︑
大
き
く
変
化
す
る
社
会
の
な
か
で
︑
福
祉
生
産
の
ア
ク
タ
ー
が
福
祉
国
家
の
組
織
構
成
と

し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
の
か
と
い
う
点
に
著
者
の
関
心
が
注
が
れ
て
い
る
︒
だ
か
ら
﹁
公
正
を
め
ぐ
る
討
議
が
福
祉
国
家
の

規
範
的
基
礎
づ
け
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
い
︑
具
体
的
な
政
策
選
択
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
︒﹂

﹁
す
べ
て
の
責
任
を
国
家
が
負
う
こ
と
が
本
当
に
社
会
的
と
い
う
こ
と
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
個
人
の
安
全
の
意
味
だ
け
で
な
く
共

同
的
な
︿
市
民
活
動B

ürgerarbeit

﹀︵
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
︶
の
意
味
で
も
市
民
が
も
っ
と
義
務
を
担
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
︑
つ

ま
り
︑
社
会
の
規
範
的
な
基
礎
を
再
生
産
す
る
こ
と
が

│
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
の
領
域
で
の
同
じ
く
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
機

能
と
並
ん
で

│
連
合
体
や
団
体
や
非
営
利
組
織
の
本
質
的
な
任
務
で
は
な
い
の
か
︒﹂
そ
し
て
︑
社
会
支
出
の
比
重
が
高
齢
者
優

先
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
公
正
さ
の
問
題
な
ど
も
ふ
く
め
て
︑
こ
う
し
た
問
い
か
け
へ
の
答
え
が
ど
う
で
あ
れ
︑﹁
平
等
か
ら
公
正

へ
の
重
心
移
動
は
︑
こ
れ
ま
で
の
右
と
左
と
い
う
政
治
構
成
の
な
か
で
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
諸
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て

い
る
︒
｣(S

.490f.)

本
書
の
最
終
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
︑
こ
の
福
祉
国
家
の
変
化
に
対
す
る
社
会
科
学
の
任
務
に
光
を
当
て
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
福
祉
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国
家
の
国
際
比
較
﹂
は
﹁
政
治
と
意
義
づ
け
の
代
わ
り
を
は
た
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
社
会
政
策
の
意
義
と
社
会

科
学
研
究
の
助
言
能
力
が
高
ま
る
の
は
︑
そ
れ
ら
が
と
く
に
福
祉
国
家
の
終
焉
よ
り
も
福
祉
国
家
の
変
化
可
能
性
の
ほ
う
に
集
中
す

る
と
き
で
あ
る

│
そ
の
さ
い
は
テ
ー
ゼ
や
理
論
の
華
々
し
さ
は
あ
ま
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
︒
こ
の
こ
と
は
︑
さ
ら
に

つ
ぎ
の
点
を
も
意
味
す
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
目
的
に
と
っ
て
は
︑
も
し
理
論
志
向
的
な
社
会
諸
科
学
が
︵
専
門
大
学F

achhoch-

schule

も
ふ
く
め
た
︶
応
用
近
接
分
野
に
対
し
て
積
極
的
に
門
戸
を
開
放
し
︑
ま
た
︑
社
会
政
策
の
ア
ク
タ
ー
・
水
準
・
分
野
を
統

合
し
た
論
究
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
有
益
で
意
義
深
い
は
ず
な
の
で
あ
る
︒
ま
さ
に

│
他
国
に
お
け
る
研
究
情
況
を
な
が
め
て
み

れ
ば

│
︑
も
と
も
と
こ
の
国
で
は
長
い
あ
い
だ
こ
う
し
た
こ
と
が
な
い
ま
ま
で
き
た
の
だ
か
ら
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
国
で
も
こ
の

何
年
か
は
明
ら
か
な
進
歩
が
み
と
め
ら
れ
る
︒
関
係
文
献
が
全
体
と
し
て
︑
ま
た
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
語
文
献
が
増
え
て
い
る
こ
と

は
︑
福
祉
国
家
が
た
ん
に
重
要
な
政
治
的
テ
ー
マ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
学
問
的
に
も
有
意
味
で
有
益
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
裏

づ
け
て
い
る
︒﹂
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
福
祉
国
家
の
国
際
比
較
研
究
の
意
義
を
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
政
策
お
よ
び
社

会
諸
科
学
に
根
強
い
理
論
志
向
と
専
門
分
化
と
い
う
慣
例
を
実
践
志
向
的
に
打
破
す
る
一
契
機
と
し
て
の
役
割
に
も
見
て
い
る
の
で

あ
る(S

.491.)

︒

四

福
祉
多
元
主
義
の
問
題
圏

一

ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
福
祉
国
家
の
国
際
比
較
研
究
は
︑
こ
う
し
て
方
法
論
的
見
地
か
ら
し
て
も
︑
他
国
か
ら
学
ぶ
こ

と
に
よ
っ
て
﹁
社
会
科
学
研
究
の
助
言
能
力
﹂
を
高
め
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
︑
本
書
で
一
貫
し
て
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
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る
と
思
わ
れ
る
の
は
︑
す
で
に
た
び
た
び
︑
ま
た
多
角
的
に
言
及
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
﹁
社
会
の
変
化
﹂
に
と
も
な
う
﹁
新
し
い
社

会
問
題
﹂
と
そ
れ
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
政
策
対
応
を
め
ぐ
る
﹁
福
祉
国
家
の
変
化
可
能
性
﹂
と
い
う
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
次
元

で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
各
国
別
の
全
体
展
望
と
社
会
保
障
の
個
別
分
野
別
の
国
際
比
較
と
を
経
て
︑
第
四
部
で
検
討
さ
れ
て
い
る

﹁
現
下
の
諸
問
題
﹂
は
︑
い
わ
ば
変
化
の
中
の
福
祉
国
家
を
枢
要
に
構
成
し
て
い
る
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
組
織
再
編
︑
積
極
的
労
働
市

場
政
策
︑
年
金
か
ら
介
護
へ
︑
そ
し
て
教
育
と
い
う
五
つ
の
主
題
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
今
後
の
福
祉
国
家
の
基
本
構
造
の
あ
り
方

に
か
か
わ
る
最
優
先
課
題
を
一
つ
選
ぶ
と
す
れ
ば
︑
上
述
の
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
と
く
に
社
会
政
策
の
制
度
的
再
組
織
化
の
問
題

を
重
視
し
て
い
る
か
ら
︑
第
十
七
章
﹁
福
祉
生
産
の
再
組
織
化

│
団
体
化
︑
民
営
化
︑
分
権
化
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
第
一
節
﹁
福
祉
国
家
か
ら
福
祉
多
元
主
義
へ
﹂
で
は
︑
最
近
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
傾
向
と
し
て
︑
｢福
祉
多
元
主
義W

ohlfahrts-

pluralism
us

﹂
と
呼
ば
れ
る
﹁
福
祉
生
産
の
再
組
織
化
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
社
会
保
障
お
よ
び
福
祉
の
政
治
的
責
任
の
根
本
的
な
移
動
﹂

が
進
行
し
て
い
る
点
に
注
目
し
︑
こ
れ
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹁
市
場
化
﹂
と
本
来
の
市
民
的
な
﹁
福
祉
多
元
主
義
﹂
と
の
両
面
で
と
ら

え
よ
う
と
す
る
︒
こ
う
し
た
状
況
の
特
徴
は
︑﹁
社
会
政
策
の
運
営
者
︹
ト
レ
ー
ガ
ー
︺
構
造
の
︑
国
家
を
超
え
た
分
離
と
︑
自
助

と
共
同
精
神
の
再
生
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
﹂
点
に
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
は
﹁
出
発
点
は
個
々
の
市
民
で
あ
り
︑
福
祉
国
家
で
は
な

い
︒﹂
社
会
政
策
の
運
営
者
と
し
て
﹁
市
場
と
国
家
の
中
間
﹂
の
多
様
な
形
態
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
背
景
と

し
て
︑
福
祉
官
僚
制
へ
の
批
判
︑
市
民
サ
イ
ド
の
組
織
の
も
つ
柔
軟
性
︑
対
人
サ
ー
ビ
ス
の
制
度
化
の
重
要
性
の
高
ま
り
と
い
う
三

点
が
ひ
ろ
く
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
社
会
の
多
元
化
と
個
人
化
の
増
大
に
直
面
し

て
︑
均
一
的
・
標
準
的
・
定
型
的
な
福
祉
構
想
は
も
っ
と
多
様
性
と
自
己
決
定
と
を
高
め
る
方
向
へ
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い

う
こ
と
に
な
る(S

.347f.)

︒
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こ
う
し
た
問
題
は
国
に
よ
っ
て
事
情
が
異
な
っ
て
お
り
︑
イ
ギ
リ
ス
で
は
﹁
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
自
由
主
義
的
な
民
営
化
と
規

制
緩
和
﹂
が
︑
ド
イ
ツ
と
以
前
の
オ
ラ
ン
ダ
で
は
﹁
巨
大
な
福
祉
連
合
体W

ohlfahrtsverbände

﹂
と
﹁
補
完
性
﹂
思
想
と
に
も
と

づ
く
﹁
社
会
政
策
の
団
体
化V

erbandlichung

﹂
が
︑
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
と
最
近
の
オ
ラ
ン
ダ
で
は
﹁
公
私
ミ
ッ
ク
ス
の
助

成
﹂
あ
る
い
は
﹁
市
場
と
国
家
の
中
間
に
位
置
す
る
非
営
利
団
体
か
ら
な
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の
拡
充
﹂
が
︑
そ
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

と
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
﹁
効
率
向
上
戦
略
﹂
と
し
て
の
﹁
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
分
権
化
・
柔
軟
化
・
民
主
化
﹂
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
採
用
さ
れ

て
い
る
︒
ド
イ
ツ
で
は
︑
こ
れ
ま
で
﹁
福
祉
連
合
体
と
補
完
性
原
理
と
の
特
別
の
役
割
︑
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
社
会
国
家
モ
デ
ル
と
巨

大
な
福
祉
連
合
体
と
の
あ
い
だ
の
深
く
根
づ
い
た
︿
親
和
力W

ahlverw
andtschaft

﹀﹂
が
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
き
た
が
︑
現
に

﹁
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
制
度
の
お
よ
そ
三
分
の
一
の
運
営
者
が
福
祉
連
合
体
で
あ
﹂
り
︑
そ
れ
は
﹁
歴
史
的
な
遺
産
﹂
に
ほ
か
な
ら

な
い(S

.348f.)

︒

﹁
福
祉
生
産
の
第
三
セ
ク
タ
ー
﹂
は
︑
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
観
点
か
ら
は
︑﹁
市
民
社
会
の
公
共
空
間
の
一
部
﹂
と
し
て
﹁
参
加

と
政
治
統
制
と
の
新
た
な
チ
ャ
ン
ス
﹂
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
多
元
主
義
・
民
主
主
義
・
市
場
経
済
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る

緊
張
の
場
﹂︑
国
家
と
社
会
と
の
﹁
契
約
関
係
﹂
を
つ
う
じ
た
﹁
協
力
諸
形
態
の
潜
在
力
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
国
家
と
市
場
と
私
家
計
の

あ
い
だ
の
複
雑
な
調
整
﹂
が
ひ
き
お
こ
す
﹁
変
化
力
動
性
﹂
の
担
い
手
と
い
う
諸
性
格
を
発
揮
す
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る(S

.

351.)

︒
し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
強
調
す
る
の
は
︑
こ
う
し
た
﹁
制
度
上
の
混
合
状
態
﹂
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
﹁
社
会
の
変
化
﹂︑

﹁
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
共
同
社
会
の
侵
食
﹂︵﹁
家
族
の
危
機
︑
ポ
ス
ト
物
質
主
義
的
諸
価
値
︑
社
会
の
個
人
化
と
多
元
化
﹂︶
で
あ

り
︑
そ
の
一
面
の
帰
結
と
し
て
の
﹁
伝
統
的
な
メ
ン
バ
ー
型
組
織
﹂
の
限
界
と
︑
他
面
で
の
新
た
な
﹁
参
加
・
動
機
資
源
﹂
の
出

現
︑
つ
ま
り
﹁
主
権
者
と
し
て
の
消
費
者
で
は
な
く
活
動
的
な
主
権
者
と
し
て
の
市
民
を
め
ざ
す
︑
福
祉
生
産
の
政
治
化
と
民
主
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化
﹂
と
い
う
契
機
で
あ
る(S

.352.)

︒

こ
の
契
機
は
︑
福
祉
多
元
主
義
論
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
立
場
で
あ
る
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
こ
と
に
︑
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
注
意
を
促
し
て
い
る
︒
後
者
は
︑﹁
福
祉
生
産
の
第
三
セ
ク
タ
ー
と
そ
の
組
織
の
成
立
と
発
展
﹂
を
︑﹁
市
場
と
国
家
と
い
う
社

会
給
付
シ
ス
テ
ム
の
構
造
的
な
給
付
限
界
︵﹁
失
敗failure

﹂︶﹂
に
対
す
る
﹁
補
償
機
能
の
論
理
﹂
で
基
礎
づ
け
る
か
ら
︑
単
純
な

﹁
収
斂
仮
説
﹂
に
立
つ
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑﹁
制
度
選
択
﹂
論
と
し
て
は
︑
最
近
の
制
度
経
済
学
︑
経
営
学
的
な
最
適
給
付
論
︑
行

政
管
理
論
的
区
分
な
ど
が
存
在
す
る
が
︑
こ
う
し
た
﹁
組
織
形
態
の
合
理
的
選
択
論
﹂
に
対
し
て
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
制
度
の
﹁
歴
史

的
な
発
展
経
路
に
よ
る
規
定
﹂
と
い
う
要
素
を
対
置
し
︑
さ
ら
に
政
治
と
市
場
と
の
違
い
に
光
を
当
て
て
︑﹁
政
治
的
な
利
害
仲
介

の
制
度
﹂
の
独
自
性
に
照
ら
し
て
も
︑﹁
政
治
は
経
済
的
な
考
量
に
還
元
で
き
な
い
﹂
こ
と
︑
政
治
で
は
と
り
わ
け
﹁
権
力
が
大
き

な
役
割
を
演
じ
る
﹂
こ
と
を
︑﹁
公
益
組
織
﹂
の
権
力
志
向
性
と
組
織
拡
大
の
例
示
と
と
も
に
指
摘
し
て
い
る(S

.352-354.)

︒

ま
た
︑
福
祉
多
元
主
義
の
発
展
の
決
定
因
子
と
し
て
︑
法
シ
ス
テ
ム
︑
政
治
行
政
的
中
央
集
権
化
の
度
合
い
︑
お
よ
び
宗
教
︵
国

家
と
教
会
︑
宗
派
間
競
争
︶
が
挙
げ
ら
れ
︑
各
国
の
社
会
給
付
の
大
き
さ
と
団
体
セ
ク
タ
ー
の
大
き
さ
と
の
あ
い
だ
に
相
関
関
係
が

み
と
め
ら
れ
る
こ
と
︑
多
く
の
西
欧
諸
国
で
非
営
利
組
織
の
経
営
経
費
は
国
民
総
生
産
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
達
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る(S
.354-358.)

︒

二

第
二
節
で
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
福
祉
連
合
体
組
織
の
社
会
政
策
上
の
地
位
と
構
造
が
分
析
さ
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
自
律
的
福

祉
事
業
の
中
央
機
関S

pitzenverbände
der

freien
W

ohlfahrtspflege
﹂
を
構
成
し
て
い
る
団
体
は
︑
自
由
民
主
的
な
社
会
主
義
を

掲
げ
る
﹁
労
働
者
福
祉die

A
rbeiterw

ohlfahrt

﹂︑
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
﹁
カ
リ
タ
ス
連
合der

C
aritasverband

﹂︑﹁
新
教
社
会
奉
仕

団das
D

iakonische
W

erk

﹂︑﹁
同
権
福
祉
連
合der

P
aritätische

W
ohlfahrtsverband

﹂︑﹁
赤
十
字das

R
ote

K
reuz

﹂︑﹁
ユ
ダ
ヤ
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人
福
祉
本
部die

Z
entralw

ohlfahrtsstelle
der

Juden

﹂
の
六
団
体
で
あ
り

(

)
︑
い
ず
れ
も
﹁
自
律
的
な
福
祉
事
業
﹂
の
認
定
基
準
と

21

し
て
︑
連
邦
全
体
と
福
祉
事
業
の
全
分
野
と
を
包
括
し
︑
社
会
扶
助
活
動
を
み
ず
か
ら
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
共
通
の
特
徴
と
し

て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
福
祉
団
体
の
財
源
は
︑
公
費
か
ら
の
補
助
金
︑
社
会
給
付
制
度
運
営
者
か
ら
の
支
払
い
金
︑
お
よ
び
寄
付
金
・

会
費
等
が
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
三
分
の
一
ず
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
専
任
職
員
は
連
邦
全
体
で
百
三
十
万
人
以
上
︵
二
〇
〇
七
年
︶
で
あ

り
︑
介
護
分
野
や
女
性
労
働
分
野
で
有
力
で
あ
る
が
︑
北
欧
諸
国
の
公
務
サ
ー
ビ
ス
に
比
べ
る
と
労
働
条
件
は
劣
っ
て
い
る(S

.

359f.)

︒

こ
れ
ら
の
福
祉
団
体
は
︑﹁
福
祉
連
合
体
カ
ル
テ
ル
﹂
と
も
呼
ば
れ
︑
政
権
交
代
や
ド
イ
ツ
統
一
な
ど
の
諸
変
動
を
越
え
て
存
続

し
︵
統
一
後
は
旧
東
独
地
域
へ
も
組
織
を
拡
張
し
た
︶︑﹁
ド
イ
ツ
・
モ
デ
ル
﹂
に
お
け
る
安
定
要
因
を
な
し
て
き
た
が
︑
近
年
は

﹁
費
用
圧
力
﹂
の
も
と
で
効
率
向
上
を
め
ざ
し
た
契
約
主
義
化
が
進
み
︑
社
会
保
障
法
の
変
更
も
そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
る
か
ら
︑

一
部
の
団
体
は
有
限
会
社
化
す
る
な
ど
構
造
的
変
化
が
み
ら
れ
る
︒
し
か
し
こ
の
福
祉
連
合
体
と
い
う
﹁
特
殊
モ
デ
ル
﹂
は
︑
参
入

障
壁
が
依
然
と
し
て
高
く
︑﹁
政
治
的
カ
ル
テ
ル
と
し
て
機
能
し
て
﹂
お
り
︑﹁
そ
の
正
統
性
や
文
化
的
な
面
で
は
補
完
的
な

subsidiär

役
割
が
い
ま
な
お
中
核
を
な
し
て
い
る
︒﹂﹁
費
用
圧
力
は
福
祉
連
合
体
に
つ
い
て
も
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
が
︑
介
護
︑

医
療
︑
扶
助
と
い
っ
た
領
域
は
成
長
分
野
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
経
済
競
争
は
多
く
の
領
域
で
弱
め
ら
れ
て
い
る
︒
｣(S

.361f.)

と
く
に
介
護
分
野
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
ド
イ
ツ
で
は
一
九
九
五
年
に
︑
従
来
の
医
療
保
険
に
付
加
さ
れ
る

形
で
新
た
に
介
護
保
険
が
導
入
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
の
第
十
九
章
﹁
年
金
か
ら
介
護
へ
﹂
に
お
け
る
説
明
に
し
た
が
え
ば
︑
導
入
前

は
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
﹁
か
な
り
の
供
給
不
足
﹂
で
あ
っ
た
か
ら
︑
新
制
度
導
入
に
よ
っ
て
﹁
創
設
ブ
ー
ム
﹂
が
起
こ
り
︑
通
所
型
・

入
所
型
の
両
面
で
介
護
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
進
ん
だ
︒
あ
わ
せ
て
在
宅
介
護
へ
の
現
金
給
付
も
改
善
さ
れ
︑﹁
在
宅
介
護
の
強
化
と
︑
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要
介
護
者
が
で
き
る
だ
け
長
く
自
宅
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
︑
ド
イ
ツ
の
介
護
保
険
の
明
確
な
範
型
と
な
っ
た
︒﹂
し
か
し
︑﹁
政
治
的

に
望
ま
れ
た
介
護
に
お
け
る
補
完
性
︑
つ
ま
り
家
族
に
よ
る
介
護
の
優
先
﹂
は
︑
女
性
の
就
労
と
稼
得
を
阻
害
し
て
お
り
︑
そ
れ
は

そ
の
女
性
た
ち
の
老
後
の
各
種
受
給
権
を
狭
め
る
こ
と
に
な
る
し
︑
家
族
介
護
に
お
け
る
軽
度
の
支
援
の
不
認
定
︵
世
に
言
う
﹁
要

介
護
度
ゼ
ロ
﹂
問
題
︶
は
当
事
者
た
ち
の
不
満
を
呼
ん
で
︑
二
〇
〇
八
年
の
法
律
改
正
を
生
ん
で
い
る
︒
ま
た
︑
介
護
施
設
に
お
け

る
高
額
な
﹁
い
わ
ゆ
る
︿
ホ
テ
ル
費
用
﹀﹂
を
年
金
で
は
ま
か
な
え
な
い
た
め
︑﹁
施
設
入
所
者
の
か
な
り
の
部
分
が
社
会
扶
助
の
対

象
者
に
な
っ
て
い
る
︒﹂
さ
ら
に
︑
資
格
を
持
っ
た
介
護
要
員
の
不
足
と
い
う
今
後
の
大
問
題
へ
の
対
応
も
迫
ら
れ
て
い
る
が
︑﹁
介

護
職
の
魅
力
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
な
方
策
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
︒﹂
介
護
専
門
職
養
成
要
件
の
引
き
下
げ
案
は
︑
専
門
性
を
重
視

す
る
関
係
諸
団
体
か
ら
批
判
さ
れ
て
お
り
︑
む
し
ろ
﹁
医
療
専
門
職
と
介
護
専
門
職
と
の
厳
格
な
区
分
を
柔
軟
化
﹂
し
て
﹁
中
間
段

階
﹂
を
設
け
る
ほ
う
が
現
実
的
か
も
し
れ
な
い
︑
と
い
う
の
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
方
で
あ
る(S

.409f.)

︒

三

つ
ぎ
に
第
三
節
で
は
︑
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
福
祉
多
元
主
義
の
進
展
が
瞥
見
さ
れ
る
︒
新
保
守
主
義
の
典
型
と
し
て
の
﹁
サ

ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
﹂
の
特
徴
は
︑
政
治
的
に
は
﹁
最
小
国
家
﹂
化
︑
経
済
的
に
は
﹁︿
自
由
な
﹀
市
場
﹂
と
民
営
化
お
よ
び
規
制
緩
和
︑

社
会
的
に
は
﹁
労
働
組
合
の
地
位
へ
の
攻
撃
︑︿
下
か
ら
上
へ
﹀
の
再
分
配
︑
し
た
が
っ
て
社
会
の
二
極
化
の
定
着
﹂︑
制
度
的
に
は

﹁
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
利
益
集
団
の
妥
協
の
拒
否
と
︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
︑
対
外
的
に
は
︿
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
﹀
価
値
と
理

念
を
う
た
い
︑
政
治
行
政
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
︿
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
﹀
を
か
か
げ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
動
員
﹂
で
あ
る
︒
し
か

し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
官
僚
の
抵
抗
と
高
齢
化
と
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
国
家
は
こ
ん
に
ち
ま
で
﹁
健
在
﹂
で
あ
る
と
み

ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
も
と
で
は
︑
大
陸
型
の
集
団
的
・
国
家
規
制
下
の
﹁
名
誉
職
﹂
と
は
異
な
る
個
人
主
義
的

な
﹁
任
意
労
働
﹂
が
強
調
さ
れ
て
︑
福
祉
の
多
元
化
と
民
営
化
が
促
進
さ
れ
︑
寄
附
の
税
制
上
の
優
遇
に
よ
っ
て
﹁
準
市
場
﹂
が
発

─119 ─( 64 )

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
福
祉
国
家
論
の
展
開



達
し
た
︒
し
か
し
そ
の
反
面
︑﹁
全
国
任
意
組
織
評
議
会
﹂
や
﹁
慈
善
援
助
財
団
﹂
の
よ
う
に
国
家
に
支
援
さ
れ
た
諸
団
体
が
︑
全

国
連
合
会
と
地
方
組
織
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
発
達
さ
せ
︑
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
﹁
反
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
エ
ー
ト
ス
と
矛
盾

す
る
﹂
実
態
も
並
存
し
て
お
り
︑
こ
れ
を
﹁
影
の
国
家
﹂
と
解
釈
す
る
研
究
者
も
い
る
こ
と
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
留
意
し
て
い
る(S

.

364-366.)
︒
さ
ら
に
︑
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
の
﹁
ニ
ュ
ー
・
レ
イ
バ
ー
﹂
が
︑
国
家
と
第
三
セ
ク
タ
ー
と
の
関
係
を
﹁
市
民
的
な
参
加

bürgerschaftliches
E
ngagem

ent

﹂
の
方
向
へ
見
直
し
︑
学
校
の
内
外
で
の
﹁
市
民
教
育
﹂
や
︑﹁
受
身
の
客
か
ら
活
動
的
な
協
同

生
産
者
へ
﹂
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
病
院
改
革
な
ど
︑
市
民
の
自
主
的
な
活
動
を
促
進
し
つ
つ
効
率
性
に
も
配
慮
す
る
試
み
が
な
さ
れ

た
点
も
言
及
さ
れ
る(S

.366.)
︒

四

そ
し
て
第
四
節
で
は
︑﹁
福
祉
多
元
主
義
の
規
範
的
次
元
﹂
と
し
て
︑﹁
市
場
と
国
家
の
あ
い
だ
﹂
を
つ
な
ぐ
﹁
新
た
な
市
民

の
役
割
﹂
が
展
望
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
上
述
の
よ
う
に
﹁︿
市
場
と
国
家
の
あ
い
だ
﹀
の
多
彩
で
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
諸
現
象
﹂

は
︑
活
性
化
や
参
加
の
促
進
と
し
て
︑
あ
る
い
は
経
済
的
効
率
化
と
し
て
︑
さ
ら
に
は
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
﹁
偽

装
さ
れ
た
社
会
政
策
縮
減
戦
略
﹂
と
し
て
現
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
の
背
景
に
は
︑﹁
西
欧
諸
国
の
社
会
的
・
経
済
的
・
規
範
的
な

諸
構
造
の
著
し
い
変
移
﹂
と
︑
そ
れ
に
と
も
な
う
生
活
・
労
働
両
面
で
の
﹁
新
た
な
社
会
的
な
諸
問
題
と
諸
必
要
﹂
の
出
現
が
あ

り
︑﹁
福
祉
国
家
の
伝
統
的
な
諸
形
式
に
対
し
て
期
待
と
有
意
性
と
が
変
質
﹂
し
た
結
果
︑﹁
連
帯
︑
必
要
性
︑
公
正
と
い
っ
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
用
語
の
新
た
な
具
体
的
な
内
容
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
﹂︒
福
祉
多
元
主
義
と
い
う
構
想
は
︑﹁
国
家
の
給
付
能

力
の
限
界
﹂
あ
る
い
は
﹁
福
祉
国
家
の
︿
社
会
化
﹀﹂
を
意
味
し
て
お
り
︑
実
際
の
社
会
政
策
の
面
で
は
﹁
と
り
わ
け
対
人
援
助
の

特
殊
な
品
質
と
提
供
問
題
﹂
と
し
て
表
れ
て
お
り
︑
Ｅ
Ｕ
も
第
三
セ
ク
タ
ー
︵
非
営
利
組
織
︶
が
は
た
す
﹁
社
会
統
合
と
雇
用
創
出

の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
︒
｣(S

.367.)
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こ
う
し
た
文
脈
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑﹁
九
〇
年
代
初
頭
以
降
︑
共
同
体
主
義K
om

m
unitarism

us

や
市
民
社
会Z

ivilgesellschaft

の
概
念
で
展
開
さ
れ
て
い
る
新
た
な
社
会
哲
学
的
な
議
論
﹂
に
注
目
す
る
︒
そ
の
事
例
の
一
つ
︑
一
九
九
四
年
の
ア
メ
リ
カ
の
共
同

体
主
義
者
た
ち
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
︑﹁
現
代
社
会
の
分
解
傾
向
﹂︑﹁
誇
張
さ
れ
た
個
人
と
無
制
約
の
市
場
経
済
が
あ
ら
ゆ
る
形
態

の
社
会
連
帯
を
ま
す
ま
す
掘
り
崩
し
て
い
る
﹂
状
況
を
批
判
し
て
︑﹁︿
共
同
体
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
す
る
﹀
こ
と
を
要
求
﹂
し

た
︒
つ
ま
り
︑
共
同
体
の
﹁
市
民
と
し
て
の
権
利
と
義
務
﹂
を
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
︑﹁
利
己
主
義
と
国
家
主
義
と
の
あ
い

だ
の
第
三
の
道
﹂
が
﹁
自
助
と
自
己
組
織
化
﹂
の
方
向
で
め
ざ
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
二
〇
〇
二
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
﹃
市
民
的
参
加
の
将
来
﹄
は
︑﹁
市
民
的
参
加
﹂
に
お
け
る
自
発
性
と
自
己
決
定
︑
非
営
利
性
︑
公
益

性
︑
公
開
性
︑
協
同
性
な
ど
の
性
質
を
規
定
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
市
民
参
加
論
の
拡
大
動
向
を
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹁
政
治
的
な

も
の
の
越
境
﹂︵
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
︶
と
と
ら
え
︑﹁
伝
統
的
な
︵
国
家
主
導
の
︶
社
会
政
策
の
実
践
と
理
論
に
対
す
る
重
要
な
補

充
﹂
と
位
置
づ
け
て
い
る(S

.368f.)

︒

五

さ
て
︑
以
上
の
よ
う
な
︑
こ
ん
に
ち
の
福
祉
生
産
組
織
の
多
元
化
に
か
ん
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
展
望
は
︑
そ
れ
を
グ
ロ
ー
バ

ル
化
︑
サ
ー
ビ
ス
化
︑
高
齢
化
な
ど
に
と
も
な
う
社
会
構
造
の
変
容

│
﹁
社
会
の
多
元
化
と
個
人
化
の
増
大
﹂

│
と
表
裏
の
関

係
に
あ
る
も
の
︑
し
た
が
っ
て
西
欧
全
体
に
共
通
す
る
基
本
動
向
の
一
つ
と
理
解
し
︑
そ
れ
に
対
し
て
﹁
福
祉
生
産
の
政
治
化
と
民

主
化
﹂
の
視
点
か
ら
国
際
比
較
的
に
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
特
質
を
︑
福
祉
連
合
体
と
補
完
性
原
理
と
に

も
と
づ
く
﹁
社
会
政
策
の
団
体
化
﹂
に
求
め
る
が
︑
福
祉
団
体
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
歴
史
的
遺
産
と
実
際
の
福
祉
供
給
の
役
割
を
認

め
つ
つ
︑﹁
政
治
的
カ
ル
テ
ル
﹂
機
能
へ
の
言
及
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
評
価
は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
で
あ
る
︒
む
し
ろ
西
欧
的
視

野
の
も
と
で
社
会
政
策
の
将
来
に
向
け
ら
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
関
心
は
︑﹁
市
民
的
参
加
﹂
方
式
の
拡
大
に
よ
る
﹁
福
祉
国
家
の
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︿
社
会
化
﹀﹂
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
ば
あ
い
︑
第
三
セ
ク
タ
ー
の
重
視
は
︑
本
来
国
家
が
は
た
す
べ
き
責
任
の

軽
減
や
免
除
を
と
も
な
い
や
す
い
が
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
れ
を
国
家
主
体
の
社
会
政
策
へ
の
﹁
補
充
﹂
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
社
会
政
策
家
と
し
て
の
面
目
を
施
し
て
い
る
︒

そ
れ
と
同
時
に
︑﹁
社
会
政
策
の
団
体
化
﹂
を
基
礎
づ
け
て
い
る
﹁
補
完
性
原
理
﹂
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
本
書

の
第
四
章
で
ド
イ
ツ
の
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
を
概
観
す
る
さ
い
に
︑
ド
イ
ツ
の
社
会
国
家
と
し
て
の
﹁
指
導
原
理
お
よ
び
秩
序
政
策

的
理
念
﹂
と
し
て
︑﹁
自
由
︑
平
等
︑
お
よ
び
連
帯
あ
る
い
は
社
会
的
公
正
﹂
と
は
別
に
﹁
補
完
性
の
原
理
﹂
が
あ
る
こ
と
︑
こ
の

原
理
に
お
い
て
は
﹁︿
よ
り
小
さ
な
構
成
単
位
の
優
先
﹀
を
考
慮
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
﹂
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒
さ

ら
に
︑﹁
こ
の
組
織
原
理
は
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
︑
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
教
皇
の
回
勅

„Q
uadragesim

o
anno“

(一
九
三
一
年
︶
に

由
来
し
︑
ド
イ
ツ
の
社
会
政
策
に
対
す
る
そ
の
影
響
は
ど
ん
な
に
評
価
し
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
で
あ
る
︒
こ
の
原
理
は
︑
た
と
え
ば

社
会
サ
ー
ビ
ス
の
領
域
で
百
十
万
人
以
上
の
職
員
を
擁
し
て
い
る
巨
大
な
福
祉
連
合
体
に
︑
国
家
や
自
治
体
の
諸
制
度
よ
り
も
優
先

的
な
地
位
を
与
え
︑
公
費
に
よ
る
そ
れ
ら
の
支
援
を
基
礎
づ
け
︑
ま
た
︑
福
祉
生
産
の
非
国
家
的
な
領
域
の
意
義
を
考
慮
す
る
よ
う

具
体
的
に
促
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る(S

.132f.)
︒
こ
の
よ
う
な
補
完
性
原
理
へ
の
言
及
と
説
明
は
当
然
か
つ
不
可
欠
の
も
の

と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
団
体
主
義
の
思
想
基
盤
の
一
つ
に
対
す
る
評
価
と
し
て
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
︒

キ
リ
ス
ト
教
が
政
党
や
福
祉
団
体
の
活
動
を
つ
う
じ
て
福
祉
国
家
形
成
の
一
翼
を
有
力
に
担
っ
て
き
た
と
い
う
点
で
は
︑
オ
ラ
ン

ダ
も
ド
イ
ツ
に
似
て
い
る
︒
第
八
章
﹁
オ
ラ
ン
ダ
の
福
祉
国
家
﹂
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
で
は
新
旧
両
派
が
そ
れ

ぞ
れ
文
化
的
・
政
治
的
な
集
団
を
形
成
し
︑﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
﹂
が
寄
附
の
文
化
と
福
祉
団
体
を
育
成
し
て
き
た
経
緯
が
あ

り
︑
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
も
と
で
︑﹁
賃
労
働
と
資
本
の
対
立
﹂
も
﹁︿
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
﹀
の
関
係
﹂
と
位
置
づ
け
ら
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れ
︑
九
〇
年
代
後
半
に
は
﹁
ポ
ル
ダ
ー
︹
干
拓
地
︺
モ
デ
ル
﹂
と
呼
ば
れ
る
﹁
当
事
者
合
意
型
あ
る
い
は
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
な

政
治
範
型
﹂
が
生
み
だ
さ
れ
た
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
上
述
の
よ
う
に
﹁
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
福
祉
国
家
﹂
と
い
う
第
四
の
類
型
を

想
定
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
て
い
る
の
も
︑
オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
保
守
政
党
が
長
期
に
わ
た
っ

て
有
力
で
あ
り
︑
社
会
国
家
の
発
展
に
教
会
と
宗
教
要
因
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
る(S

.

207f.)

︒

四

福
祉
生
産
の
多
元
化
と
﹁
補
完
性
﹂
規
範

│
小
括
と
展
望

一

ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
比
較
福
祉
国
家
論
の
基
本
的
な
分
析
視
角
は
︑
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
福
祉
国
家
の
諸
制

度
や
組
織
構
造
の
複
雑
な
構
成
お
よ
び
そ
の
﹁
経
路
依
存
的
﹂
個
性
と
実
際
の
諸
作
用
に
向
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に
照
応
し
て
︑

西
欧
の
福
祉
国
家
に
限
定
し
て
も
制
度
的
・
組
織
的
な
相
違
と
多
様
性
が
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
︒
こ
の
点
は
︑
た
と
え

ば
上
述
の
第
一
章
第
二
節
で
︑﹁
現
実
の
社
会
政
策
的
諸
問
題
を
討
議
し
解
決
す
る
方
法
﹂
の
国
別
の
多
様
性
が
強
調
さ
れ(S

.

46.)

︑
第
二
章
の
﹁
福
祉
国
家
の
政
治
経
済
学
的
状
況
﹂
分
析
で
も
︑
西
欧
諸
国
は
﹁
一
貫
し
て
そ
れ
ぞ
れ
特
別
の
諸
制
度
の
セ
ッ

ト
で
成
り
立
っ
て
﹂
い
る
と
い
う
各
国
の
固
有
性
へ
の
視
点
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る(S

.73.)

︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う

な
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
社
会
経
済
構
造
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
変
容
に
と
も
な
う
新
し
い
社
会
問
題
状
況
︵
新
し
い
社
会
的
リ
ス

ク
︶
と
そ
の
作
用
域
と
を
読
み
取
っ
た
う
え
で
︑
そ
れ
に
対
応
し
た
福
祉
国
家
の
構
造
的
変
化
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
変
化
状
況
の
分

析
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
社
会
政
策
の
制
度
的
構
造
自
体
の
多
元
化
へ
の
要
請
︵
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
る
﹁
活
性
化
﹂
戦
略
︑
あ
る
い
は
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福
祉
生
産
ア
ク
タ
ー
の
多
元
化
︶
と
し
て
基
本
的
方
向
性
を
提
示
し
て
い
る
︒
し
か
も
そ
こ
で
は
︑
こ
の
社
会
政
策
の
再
組
織
化
と

い
う
課
題
は
︑
福
祉
国
家
に
お
け
る
﹁
市
民
﹂
像
を
中
心
と
し
た
︑
市
場
と
国
家
と
各
種
協
同
社
会
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
規
範
論
的

考
察
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
視
座
も
︑
は
っ
き
り
と
提
起
さ
れ
て
い
た
︒

福
祉
国
家
に
お
け
る
国
別
の
制
度
的
多
様
性
へ
の
視
点
は
︑
福
祉
国
家
分
類
論
と
親
和
的
で
あ
る
︒
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
上
述
の
第

三
章
第
一
節
で
み
た
よ
う
に
︑
主
に
イ
ェ
ン
ス
・
ア
ル
バ
ー
の
三
分
類
と
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
Ｇ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
四
分
類
を
紹
介
し

て
い
る
が
︑
著
者
自
身
の
分
類
論
は
明
示
的
に
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
そ
こ
で
︑
本
書
に
先
立
つ
二
〇
〇
三
年
公

刊
の
共
著
﹃
比
較
政
治
学

│
導
入
的
学
習
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
に
寄
せ
た
論
説
﹁
比
較
福
祉
国
家
研
究
﹂
を
見
る
と
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
･ピ
ア
ス
ン
や
Ｍ
・
Ｇ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ら
の
研
究
成
果
を
参
照
し
つ
つ
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
四
つ
の
主
要
潮
流
の

区
別
と
四
つ
の
副
次
的
区
分
と
を
お
こ
な
っ
て
い
る

(

)
︒
��

Ｉ

福
祉
国
家
の
古
典
的
理
論

規
範
論
的
試
み

│
ジ
ョ

ン
・
ロ
ー
ル
ズ
︑
共
同
体
主
義
的
試
み
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
︵
補
完
性
原
理
と
人
格
主
義
︶︑

1

福
祉
多
元
主
義
あ
る
い
は
福
祉
社
会
論
︵
市
民
社
会
︑
市
民
的
参
加
︶

分
類
論
的
試
み

│
フ
ァ
ー
ニ
ス
と
テ
ィ
ル
ト
ン
︑
Ｔ
・
Ｈ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
︑
ビ
ス
マ
ル
ク
・
モ
デ
ル
と
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ

�

ジ
・
モ
デ
ル

機
能
主
義
的
︵
社
会
経
済
学
的
︶
試
み

│
産
業
社
会
化
論
︵
ウ
ィ
レ
ン
ス
キ
ー
︑
フ
ロ
ー
ラ
︑
ア
ル
バ
ー
︶︑
ネ
オ
・

±

マ
ル
ク
ス
主
義
︵
ゴ
フ
︑
オ
コ
ン
ナ
ー
︑
オ
ッ
フ
ェ
︶
な
ど

政
治
・
制
度
論
的
試
み

│
政
党
︑
利
益
団
体
︑
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
な
ど
︵
権
力
資
源
・
利
益
・
闘
争
︶︑
国

4
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家
の
自
律
性
︑
諸
制
度
の
相
互
作
用
︵
キ
ャ
ッ
ス
ル
ズ
︑
Ｍ
・
Ｇ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶

Ⅱ

エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
類
型
化
的
・
統
合
的
モ
デ
ル
︵
レ
ジ
ー
ム
論
的
試
み
︶

Ⅲ

福
祉
国
家
の
縮
小
期
お
よ
び
改
造
期
の
分
析

Ⅳ

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
試
み

│
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
︑
プ
フ
ァ
ウ
︲
エ
フ
ィ
ン
ガ
ー

こ
う
し
て
み
る
と
︑
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
分
類
は
︑
先
行
者
た
ち
の
区
分
を
部
分
的
に
採
り
入
れ
つ
つ
︑
福
祉
国
家
研
究

全
体
へ
と
視
野
を
広
げ
て
お
り
︑
た
ん
な
る
分
類
を
超
え
て
問
題
発
見
的
な
姿
勢
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
︒
そ
し
て
︑
す
で
に
見
た
前
掲
書
第
三
章
﹁
福
祉
国
家
比
較
に
か
ん
す
る
研
究
の
方
法
と
現
状
﹂
の
記
述
は
︑
こ
の
発
見
的
分

類
に
も
と
づ
き
な
が
ら
こ
れ
を
大
き
く
拡
充
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
注
目
に
あ
た
い
す
る
と
思
わ
れ
る

の
は
︑
福
祉
多
元
主
義
お
よ
び
関
連
事
項
は
も
と
も
と
Ⅰ
の

＝
﹁
規
範
論
的
試
み
﹂
に
分
類
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
シ

1

ュ
ミ
ッ
ト
は
前
掲
書
に
お
い
て
は
︑
基
本
的
に
は
Ⅰ
の

＝
﹁
政
治
・
制
度
論
的
試
み
﹂
に
足
場
を
置
き
つ
つ
︑
上
述
の
よ
う
に
福

 

祉
多
元
主
義
を
中
心
に
﹁
規
範
論
的
試
み
﹂
と
の
接
続
に
関
心
を
払
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
が
想
定
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
方
法
論
的
関
心
方
向
の
特
質
を
理
解
す
る
う
え
で
興
味
深
い
資
料
は
︑
同
じ
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
門
下
の
年

長
者
で
﹁
政
治
・
制
度
論
的
試
み
﹂
の
代
表
的
人
物
で
も
あ
る
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
Ｇ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
福
祉
国
家
研
究
に
対
す
る
評

価
で
あ
る
︒
ヨ
ー
ゼ
フ
･シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
前
掲
の
﹃
ド
イ
ツ
政
治
学
者
事
績
事
典
﹄
所
収
の
﹁
Ｍ
・
Ｇ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
﹂
に
か
ん

す
る
エ
セ
イ

(

)
に
お
い
て
︑
か
れ
の
研
究
上
の
重
点
分
野
を
つ
ぎ
の
三
つ
に
整
理
し
て
い
る
︒
第
一
は
︑
教
授
資
格
論
文
を
公
刊
し
た

23

﹃
中
産
市
民
政
党
お
よ
び
社
会
民
主
主
義
政
党
の
諸
政
府
の
も
と
で
の
福
祉
国
家
政
策
﹄
に
代
表
さ
れ
る
政
党
政
治
研
究
で
あ
る
︒

そ
こ
で
は
︑
福
祉
国
家
政
策
の
本
質
的
な
決
定
要
因
と
し
て
︑﹁
政
府
の
政
治
的
構
成
︑
議
会
外
の
権
力
配
分
︵
と
く
に
労
働
組
合
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の
強
さ
︶︑
政
党
シ
ス
テ
ム
と
政
治
陣
営
と
の
特
殊
な
構
造
︑
政
治
制
度
的
な
枠
条
件
︵
た
と
え
ば
連
邦
主
義
の
役
割
︶︑
か
つ
て
生

み
だ
さ
れ
た
ポ
リ
シ
ー
の
初
期
条
件
と
帰
結
︵
遺
産
の
負
荷
と
増
量
主
義
︶︑
経
済
的
・
社
会
経
済
学
的
構
造
︵
国
民
総
生
産
︑
産

業
化
の
程
度
︑
人
口
統
計
な
ど
︶﹂
が
考
慮
さ
れ
︑
こ
う
し
た
統
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
前
提
に
は
︑
統
計
的
な
分
析
手
法
と
︑
ラ

ン
ト
︵
州
︶
政
治
の
比
較
研
究
が
存
在
し
て
い
た
︒
第
二
は
︑
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
か
ん
す
る
研
究
で
あ
り
︑

ド
イ
ツ
政
治
の
制
度
的
指
標
と
し
て
︑
連
邦
主
義
︑
連
邦
憲
法
裁
判
所
︑
連
邦
銀
行
の
自
律
性
︑
同
権
的
労
使
関
係
︑
国
民
政
党
あ

る
い
は
﹁
社
会
国
家
政
党
﹂
と
し
て
の
Ｃ
Ｄ
Ｕ
と
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
に
よ
る
﹁
中
道
政
治
﹂
な
ど
が
重
視
さ
れ
る
︒
そ
し
て
第
三
の
研
究
分

野
は
﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
﹂
で
あ
る(S

.656-662.)

︒

こ
う
し
て
︑
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
し
た
が
え
ば
︑
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
英
米
圏
で
の
研
究
や
古
典
を
受
容
し

つ
つ
統
計
デ
ー
タ
も
活
用
し
︑﹁
国
家
活
動
の
歴
史
的
・
比
較
的
・
理
論
的
分
析
﹂
の
継
続
と
体
系
化
と
に
よ
っ
て
︑
多
く
の
弟
子

を
擁
す
る
﹁
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
﹂
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
︒
こ
う
評
価
し
つ
つ
︑
同
時
に
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
つ
ぎ
の

四
点
を
批
判
し
て
い
る
︒
一
つ
は
︑﹁
左
派
と
右
派
︑
あ
る
い
は
社
会
民
主
主
義
政
党
と
中
産
市
民
政
党
と
の
二
分
法
は
︑
こ
の
二

つ
の
政
治
陣
営
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
非
常
に
幅
の
広
い
翼
長
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
点
で
あ
る
︒
こ
の
批
判
の
背
景

に
は
︑
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
七
〇
年
代
に
︑﹁
当
時
大
い
に
流
布
し
て
い
た
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
家
理
論
お
よ

び
資
本
主
義
の
危
機
分
析
へ
の
連
接
を
志
向
﹂
し
て
い
た
こ
と
と
の
関
連
性
と
い
う
文
脈
が
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ

ュ
ミ
ッ
ト
は
︑﹁
国
家
財
政
の
健
全
化
や
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
の
脱
却
﹂
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
例
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
単
純
な

二
分
法
で
は
説
明
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
と
言
う
の
で
あ
る
︒

二
つ
目
は
︑
そ
れ
よ
り
﹁
も
っ
と
大
き
な
欠
陥
﹂
で
あ
っ
て
︑
つ
ま
り
﹁
経
済
と
社
会
の
領
域
に
お
け
る
国
家
政
策
へ
の
集
中
﹂
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と
い
う
点
で
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
す
で
に
広
く
標
準
化
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
デ
ー
タ
の
利
用
と
強
く
関
係
し
て
い
る
︒﹂
そ
の
結
果
︑﹁
福

祉
連
合
体
や
部
分
的
に
は
企
業
お
よ
び
労
使
の
団
体
︵
た
と
え
ば
労
使
間
契
約
で
規
定
さ
れ
た
付
加
年
金
︶
の
よ
う
な
国
家
以
外
の

諸
制
度
の
給
付
が
︑
機
能
的
に
は
同
等
の
も
の
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
ず
︑
あ
っ
さ
り
考
慮
外
に
置
か
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
こ
の

方
面
で
は
多
く
の
研
究
分
野
で
デ
ー
タ
事
情
が
き
わ
め
て
や
っ
か
い
な
状
態
に
あ
り
︑
そ
の
た
め
比
較
研
究
は
む
ず
か
し
い
︒﹂
こ

こ
に
福
祉
多
元
主
義
に
対
す
る
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
高
い
関
心
と
︑
そ
れ
に
取
り
組
む
研
究
者
と
し
て
の
自
負
が
端
的
に
表

れ
て
い
る
︒

批
判
の
第
三
は
︑﹁
政
治
の
と
ら
え
方
﹂
に
か
か
わ
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
接
近
法
は
﹁
あ
る

種
の
執
行
権
的
な
片
寄
り
を
生
み
だ
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
は
︑
な
に
よ
り
も
政
府
の
活
動
と
み
な
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま

り
︑
こ
の
ば
あ
い
政
党
は
た
し
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
基
本
線
を
決
定
す
る
の
だ
が
︑
参
加
の
機
能
や
要
素
は
副
次
的
な
意
義
し

か
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒﹂

批
判
の
第
四
は
︑﹁
政
治
の
内
的
生
命
︑
つ
ま
り
制
度
や
組
織
に
お
け
る
権
力
と
策
略
の
力
動
に
対
す
る
視
線
﹂
の
欠
如
で
あ
り
︑

そ
れ
は
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
比
較
研
究
方
法
に
起
因
し
て
い
る
と
言
う
︒
つ
ま
り
︑
か
れ
の
方
法
の
帰
結
と
し
て
︑

﹁
そ
の
視
線
は
一
人
の
観
察
者
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
﹂
の
で
あ
り
︑
か
れ
の
﹁
政
治
に
対
す
る
評
価
と
主
張
は
︑
純
粋
学
問

的
に
安
全
な
距
離
を
置
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
︒
実
際
の
政
治
あ
る
い
は
政
策
助
言
へ
の
転
身
︑
あ
る
い
は
政
治
的
な
出
来
事
に

つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
で
絶
え
ず
批
判
的
に
論
評
す
る
こ
と
は
︑
か
れ
の
関
心
に
は
な
い
︒
｣(S

.664f.)

以
上
の
批
判
点
を
裏
返
せ
ば
︑
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
比
較
福
祉
国
家
研
究
の
も
つ
実
践
志
向
的
な
基
本
姿
勢
と
柔
軟
で
広

角
の
視
野
と
が
判
然
と
す
る
︒
と
り
わ
け
第
二
点
の
﹁
国
家
以
外
の
諸
制
度
の
給
付
﹂
へ
の
視
線
は
︑
第
三
点
の
﹁
参
加
の
機
能
や
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要
素
﹂
の
重
視
を
要
請
す
る
し
︑
こ
の
後
者
は
︑
社
会
科
学
的
研
究
に
お
け
る
規
範
論
的
基
礎
と
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
の
接

続
に
つ
い
て
︑
研
究
者
自
身
に
も
自
覚
を
迫
る
は
ず
で
あ
る
︒

二

と
こ
ろ
で
福
祉
多
元
主
義
は
︑
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
に
限
ら
れ
た
動
向
で
は
な
く
︑
二
十
世
紀
末
に
登
場
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な

現
象
で
あ
る
︒
一
九
九
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
国
際
的
共
同
労
作
﹃
福
祉
多
元
主
義

│
福
祉
国
家
か
ら
福
祉
社
会
へ

│
﹄
の
編
集

者
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
ー
ヴ
ァ
ル
ス
︵
ギ
ー
セ
ン
大
学
︶
と
ト
ー
マ
ス
・
オ
ル
ク
︵
ハ
レ
︲
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
︶
が
入
念

な
序
論

(

)
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
七
〇
年
代
以
降
の
︵
環
境
保
護
運
動
︑
女
性
運
動
︑
自
助
運
動
な
ど
の
よ
う
な
︶︿
新
し
い
社
会

24

運
動
﹀
の
発
生
と
拡
大
︑
八
〇
年
代
末
の
東
欧
お
よ
び
東
独
に
お
け
る
現
実
の
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
︑
そ
し
て
七
〇
年
代
半
ば
以

降
の
欧
米
福
祉
国
家
全
体
に
お
け
る
外
生
的
・
内
生
的
な
危
機
現
象
︑
こ
う
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
︑︿
市
場
と
国
家
の
こ
ち

ら
側
ま
た
は
向
こ
う
側
︑
あ
る
い
は
両
者
の
中
間
﹀
の
社
会
的
な
領
域
︑
つ
ま
り
広
範
で
多
彩
な
非
営
利
組
織
や
公
益
財
団
や
自
助

運
動
︑
な
ら
び
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
自
給
共
同
体

│
と
く
に
家
族
世
帯
お
よ
び
共
同
世
帯
の
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
態
の

│
が
︑
福
祉
の
生
産
︑
お
よ
び
安
全
と
公
正
と
へ
の
期
待
の
実
現
に
と
っ
て
の
そ
れ
ら
の
重
要
性
と
い
う
点
で
︑︿
再
発
見
﹀
さ

れ
た
︒
｣(S

.9f.)

そ
れ
以
降
︑﹁︿
善
い
﹀
あ
る
い
は
︿
公
正
な
﹀
秩
序
を
め
ぐ
っ
て
﹂︑
ま
た
﹁
社
会
政
策
上
の
戦
略
を
め
ぐ
っ
て
政
治
的
な
論
争

が
存
在
し
て
い
る
﹂
が
︑
そ
う
し
た
違
い
を
超
え
て
一
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
見
方
は
︑﹁
市
場
と
国
家
の
機
能
不
全
を
克
服
す

る
た
め
の
政
治
的
構
想
と
戦
略
は
︑
将
来
的
に
は
︑
こ
れ
ま
で
長
い
あ
い
だ
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
た
︿
市
民
社
会
﹀
の
諸
制
度

の
潜
在
的
給
付
能
力
と
資
源
を
も
っ
と
強
力
に
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
﹂
と
い
う
点
で
あ
る
︒
民

営
化
や
規
制
緩
和
な
ど
の
﹁
表
層
の
背
後
で
︑
欧
米
諸
国
の
全
体
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
福
祉
国
家
シ
ス
テ
ム
の
制
度
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的
配
置
の
根
本
的
な
再
編
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
福
祉
生
産
の
制
度
と
ア
ク
タ
ー
の
︑
市
場
と
国
家
を
超
え
た
多
元
化
と
︑

公
共
精
神
︑
市
民
的
な
協
同
お
よ
び
自
助
の
強
化
と
を
め
ざ
し
て
い
る
︒
｣(S

.10.)

つ
ま
り
︑﹁
市
民
社
会
的
な
動
機
と
組
織
形
態

に
対
す
る
社
会
的
･社
会
政
策
的
な
関
心
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
生
ま
れ
た
︿
共
同
体
主
義
的
な
﹀
潮
流
の
影
響
下
で
は
っ
き
り

と
変
化
し
拡
大
し
た
︒
こ
う
し
た
展
望
に
立
て
ば
︑
相
互
的
な
扶
助
と
支
援
お
よ
び
市
民
た
ち
の
明
瞭
な
関
心
表
現
の
︑
共
同
性
に

か
か
わ
る
活
動
と
形
態
︑
そ
し
て
い
ま
こ
こ
に
あ
る
市
民
グ
ル
ー
プ
や
社
団
や
任
意
の
結
社
の
よ
う
な
組
織
形
態
が
︑
民
主
的
な
政

治
文
化
の
表
現
で
あ
り
中
心
的
な
基
礎
な
の
で
あ
り
︑
ま
た
︑
連
帯
的
な
福
祉
社
会
の
表
現
と
基
礎
で
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
｣(S

.11.)

こ
の
よ
う
な
基
本
視
点
の
も
と
で
︑
エ
ー
ヴ
ァ
ル
ス
と
オ
ル
ク
は
︑﹁
福
祉
生
産
の
四
つ
の
セ
ク
タ
ー
﹂
と
し
て
︑
①
市
場
︑
②

国
家
︑
③
共
同
体G

em
einschaft

︵
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
／
家
庭
生
産
︶︑
④
市
民
社
会Z

ivilgesellschaft

︵
非
営
利
セ

ク
タ
ー
／
中
間
領
域
︶
を
挙
げ
︑
そ
れ
ら
の
﹁
行
為
の
論
理H

andlungslogiken

﹂
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
︒﹁

．

行

1

為
調
整
の
原
理
﹂
と
し
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
①
競
争
︑
②
序
列H

ierarchie

︑
③
個
人
的
義
務
づ
け
︑
④
自
発
性
︹
任
意
性
︺
を
︑

﹁

．

主
要
な
集
合
的
ア
ク
タ
ー
︵
供
給
側
︶﹂
と
し
て
は
︑
①
企
業
︑
②
公
共
行
政
︑
③
家
族
︵
近
隣
︑
親
類
︑
職
場
の
同
僚
︑
交

�友
関
係
︶︑
④
結
社
を
︑﹁

．

需
要
側
の
補
完
役
割
﹂
と
し
て
は
︑
①
消
費
者
︑
②
社
会
︹
社
会
生
活
を
営
む
︺
市
民

±

S
ozialbürger

︑
③
共
同
体
の
成
員
︑
④
結
社
の
成
員
／
協
同
的
市
民M

itbürger

を
配
置
す
る
︒
ま
た
︑﹁

．

入
路
規
則
﹂
と
し

4

て
は
︑
①
支
払
い
能
力
︑
②
法
的
に
保
証
さ
れ
た
請
求
権
︑
③
帰
属
／
互
選
︑
④
必
要
性
を
︑﹁

．

交
換
媒
体
﹂
と
し
て
は
︑
①

#

貨
幣
︑
②
権
利
︑
③
尊
重
／
尊
敬
︑
④
論
拠
／
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
︑﹁

．

主
要
な
標
準
価
値
﹂
と
し
て
は
︑
①
︵
選
択
の
︶

¬

自
由
︑
②
平
等
︑
③
互
酬
性
／
利
他
主
義
︑
④
連
帯
を
︑﹁

．

付
加
的
な
品
質
標
識
﹂
と
し
て
は
︑
①
富
裕
︑
②
安
全
︑
③
個
人

7

的
参
与
︑
④
社
会
的
・
政
治
的
な
活
性
化A

ktivierung

を
︑
そ
し
て
﹁

．

主
要
な
欠
陥
﹂
と
し
て
は
︑
①
不
平
等
︑
貨
幣
で
表

²
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せ
な
い
事
後
負
担
の
否
認
︑
②
少
数
者
の
必
要
の
軽
視
︑
裁
量
の
自
由
の
制
限
︑
自
助
動
機
の
阻
害
︑
③
道
徳
的
義
務
づ
け
に
よ
る

選
択
の
自
由
の
制
限
︑
非
成
員
の
排
除
︑
④
給
付
と
財
の
不
平
等
な
分
配
︑
職
業
化
の
不
足
︑
管
理
・
組
織
構
造
の
効
率
性
の
低
さ

を
︑
そ
れ
ぞ
れ
割
り
当
て
て
い
る(S

.23.)

︒

こ
う
し
て
︑﹁
市
場
﹂
と
﹁
国
家
﹂
は
も
と
よ
り
︑
家
族
に
代
表
さ
れ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
と
し
て
の
﹁
共
同
体
﹂

と
も
区
別
さ
れ
る
﹁
市
民
社
会
﹂
は
︑
市
民
た
ち
が
自
発
的
に
結
社
を
つ
く
り
︑
結
社
の
成
員
ま
た
は
協
同
的
市
民
の
必
要
性
︵
ニ

ー
ズ
︶
に
対
し
て
︑
論
拠
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
つ
う
じ
て
対
応
す
る
﹁
非
営
利
セ
ク
タ
ー
﹂
で
あ
り
︑
そ
こ
で
は
価
値
指
標

と
し
て
連
帯
と
社
会
的
・
政
治
的
活
性
化
と
が
重
視
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
同
時
に
︑
エ
ー
ヴ
ァ
ル
ス
と
オ
ル
ク
は

こ
れ
ら
四
種
類
の
﹁
行
為
論
理
﹂
の
相
互
依
存
化
と
﹁
ミ
ッ
ク
ス
﹂
化
の
傾
向
に
も
留
意
し
て
お
り
︑
そ
の
結
果
︑
あ
ら
た
め
て

﹁
福
祉
多
元
主
義
﹂
の
構
想
を
つ
ぎ
の
四
つ
の
﹁
理
念
型
﹂
に
区
分
し
て
い
る
︒

第
一
は
︑﹁
包
括
的
な
市
場
自
由
主
義
的
な
方
向
﹂︑
つ
ま
り
﹁
個
人
の
選
択
行
動
﹂
と
﹁
シ
ス
テ
ム
の
効
率
と
性
能
の
向
上
﹂
を

基
準
と
す
る
﹁
経
営
管
理
的
・
消
費
主
義
的
構
想
﹂︑
第
二
は
︑﹁
自
由
主
義
的
な
社
会
的
競
争
の
構
想
﹂︒
こ
れ
は
︑
家
族
な
ど
の

ほ
か
に
自
由
な
公
益
団
体
も
ふ
く
む
中
間
領
域
の
存
在
を
認
め
て
︑
と
く
に
対
人
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
を
中
心
に
﹁
福
祉
の
混
合

経
済
﹂
を
秩
序
政
策
的
に
︵
つ
ま
り
国
家
の
管
理
す
る
競
争
的
市
場
と
し
て
︶
承
認
す
る
構
想
︑
第
三
は
︑﹁
社
会
的
な
福
祉
寄
与

の
強
化
を
め
ざ
し
た
開
発
政
策
の
た
め
の
構
想
﹂︒
こ
れ
は
﹁
福
祉
社﹅

会﹅

へ
の
道
﹂
を
支
援
す
る
も
の
で
︑
一
方
の
﹁
市
場
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
強
化
﹂
と
他
方
の
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
限
強
化
﹂
と
の
両
立
︑
あ
る
い
は
﹁
参
加
の
要
素
を
強
化
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

枠
組
み
﹂
の
な
か
で
︑
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
連
邦
議
会
で
﹁
効
率
的
か
つ
任
務
即
応
的
で
︑
市
民
的
統
制
の
き
い
た
行
政
﹂
が
模
索

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
一
方
で
﹁
国
家
と
市
場
を
超
え
て
社
会
的
運
営
者
に
任
務
を
移
管
す
る
﹂
た
め
の
制
度
化
を
め
ざ
し
つ
つ
︑
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他
方
で
は
﹁
行
政
の
責
任
の
強
化
﹂
の
た
め
に
市
場
的
﹁
競
争
﹂
原
理
と
﹁
政
治
的
参
加
﹂
原
理
と
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
方
向
性

と
し
て
理
解
さ
れ
る
︒
そ
し
て
第
四
は
︑﹁
も
っ
と
市
場
へ
︑
同﹅

時﹅

に﹅

も
っ
と
共
同
体
へ
﹂
と
い
う
構
想
︒
こ
れ
は
︑﹁
急
進
的
な
経

済
的
自
由
主
義
﹂
の
意
味
で
の
市
場
志
向
と
︑
そ
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
﹁
家
族
や
地
域
の
市
民
的
義
務
づ
け
の
よ
う
な
古
典
的
な

共
同
・
統
合
制
度
の
価
値
の
引
き
上
げ
﹂
と
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
で
︑﹁
反
社
会
的
か
つ
反
国
家
主
義
的
な
効
果
﹂
を
も
つ(S

.

42-49.)

︒

し
た
が
っ
て
︑
エ
ー
ヴ
ァ
ル
ス
と
オ
ル
ク
︵
そ
し
て
多
く
の
共
著
者
た
ち
︶
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
右
の
第
三
の
﹁
社
会
的
開
発

構
想
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑﹁
す
で
に
与
え
ら
れ
た
個
人
主
義
的
な
文
化
の
枠
の
な
か
で
社
会
的
な
責
任
と
連
帯
を
強
化
し

て
福
祉
配
置
の
な
か
へ
組
み
込
も
う
と
す
る
政
治
的
構
想
の
限
界
﹂
と
い
う
難
問
に
直
面
す
る
だ
ろ
う
︒﹁
こ
ん
に
ち
の
個
人
主
義

的
な
日
常
文
化
の
な
か
で
見
い
だ
す
参
加
と
構
成
員
の
諸
形
態
は
︑
堅
固
な
連
合
体
や
仲
間
団
体
に
組
織
さ
れ
た
旧
来
の
諸
連
帯
と

同
様
に
︑
社
会
政
策
上
ど
こ
ま
で
力
を
も
ち
︑
重
要
に
な
る
の
か
﹂
が
問
題
で
あ
る
︒
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
バ
ー
バ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
︑﹁︿
活
動
的
な
市
民
層
を
⁝
⁝
強
制
す
る
こ
と
は
︑
そ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
に
等
し
い
﹀﹂
か
ら
︑﹁︿
地
方
自
治
的
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
共
同
的
活
動
は
一
般
的
な
国
家
市
民
的
な
責
任
感
情
と
パ
ラ
レ
ル
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒﹀﹂
こ
の
共
著

の
編
者
た
ち
が
め
ざ
し
た
の
は
︑﹁︿
政
治
的
実
践
の
な
か
で
も
っ
と
他
者
を
尊
重
す
る
﹀
よ
う
に
関
与
者
を
助
け
る
よ
う
な
価
値
と

優
先
順
位
に
つ
い
て
︑
実
質
的
に
政
治
的
に
議
論
し
合
意
す
る
諸
形
態
﹂
の
探
索
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑﹁
協
力
と
合
意
の
︑
適
切

な
民
主
的
形
態
﹂︑﹁
福
祉
国
家
の
︿
再
社
会
化
﹀
の
た
め
の
市
民
的
な
結
社
形
態
﹂
の
追
求
で
あ
り
︑
多
様
な
非
営
利
組
織
を
つ
う

じ
た
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
討
論
に
よ
る
合
意
の
た
め
の
公﹅

共﹅

空﹅

間﹅

の﹅

創﹅

出﹅

﹂
で
あ
る(S

.49,
54-56.)

︒

エ
ー
ヴ
ァ
ル
ス
と
オ
ル
ク
の
こ
の
よ
う
な
﹁
社
会
的
開
発
構
想
﹂
に
向
け
た
問
題
提
起
は
︑
た
し
か
に
﹁
福
祉
多
元
主
義
﹂
を
め
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ぐ
る
多
様
な
議
論
の
現
状
を
原
理
的
に
考
察
し
今
後
の
展
望
を
示
す
た
め
に
不
可
欠
の
座
標
軸
の
提
供
と
い
う
役
割
を
は
た
し
て
い

る
︒
し
か
し
︑﹁
非
営
利
セ
ク
タ
ー
﹂
と
し
て
一
括
さ
れ
た
﹁
市
民
社
会
﹂
の
具
体
相
は
ど
こ
に
見
い
だ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ

は
︑
上
述
の
﹁
堅
固
な
連
合
体
や
仲
間
団
体
に
組
織
さ
れ
た
旧
来
の
諸
連
帯
﹂
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
点
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
︑
こ
の
共
同
労
作
に
寄
稿
し
た
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
文
﹁
比
較
政

治
研
究
に
お
け
る
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス

│
国
家
主
義
か
ら
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を
越
え
て
多
元
主
義
へ
│
お
よ
び
い
く
つ

か
の
方
法
論
的
な
つ
ま
ず
き
の
石

(

)
﹂
で
あ
る
︒

25

こ
の
論
文
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
ま
ず
右
の
発
展
段
階
論
的
な
副
題
に
よ
っ
て
欧
米
﹁
福
祉
国
家
﹂
の
多
様
性
を
表
現
す
る
と
と
も

に
︑
こ
れ
ま
で
の
福
祉
多
元
主
義
に
か
ん
す
る
研
究
に
お
け
る
﹁
方
法
問
題
﹂
へ
の
無
関
心
を
批
判
し
︑
比
較
政
治
学
の
方
法
論
的

手
続
き
を
こ
の
分
野
へ
導
入
す
る
意
図
を
明
示
す
る
︒
そ
し
て
︑﹁
一
つ
の
複
雑
な
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
﹂
か
ら
﹁
社
会
政

策
の
運
営
主
体
の
構
造
﹂
の
多
様
性

│
﹁
表
面
上
は
似
通
っ
た
欧
米
の
諸
社
会
に
お
け
る
福
祉
供
給
の
は
な
は
だ
し
い
多
様
性
﹂

︵
ジ
ョ

ウ
ン
・
ヒ
ギ
ン
ズ
︶

│
と
い
う
局
面
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
立
法
︑
財
政
︑
再
分
配
﹂
か
ら
﹁
福

祉
国
家
的
給
付
の
生
産
﹂
へ
と
﹁
研
究
視
点
の
根
本
的
な
転
換
﹂
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
そ
の
意
味
で
﹁
対
人
社
会
サ
ー
ビ
ス
﹂

の
分
野
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
と
く
に
注
目
す
る
の
で
あ
る(S

.186f.,
191.)

︒

と
こ
ろ
で
﹁
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
調
整
﹂
は
︑
す
で
に
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
が
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
︑
政
党
と
労
働
組
合

を
介
し
て
︑
経
済
政
策
領
域
で
も
﹁
完
全
雇
用
と
競
争
能
力
に
対
し
て
も
と
り
わ
け
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
﹂
が
︑

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹁
社
会
政
策
に
お
け
る
団
体
連
合
体V

erbände

の
役
割
﹂
を
︑
イ
ギ
リ
ス
の
Ｎ
Ｈ
Ｓ
の
事
例
に
み
ら
れ
る
︑
サ
ー

ビ
ス
を
生
産
す
る
専
門
職
団
体
へ
の
﹁
国
家
の
依
存
﹂︑
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
福
祉
連
合
体
の
国
家
社
会
政
策
へ
の
﹁
組
み
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込
み
﹂︵
国
家
は
団
体
資
源
を
利
用
し
︑
団
体
側
は
補
助
金
と
代
表
独
占
を
確
保
す
る
と
い
う
相
互
依
存
関
係
︶
と
﹁
福
祉
連
合
体

の
中
央
集
権
化
﹂︵
全
国
組
織
化
︶
と
し
て
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
福
祉
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
諸
変
形V

arianten
des

W
ohlfahrtskorporatism

us

﹂
と
い
う
と
ら
え
方
を
提
起
す
る
︒
ま
た
︑﹁
一
九
七
〇
年
代
末
以
降
次
第
に
重
要
性
を
増
し
て
き
た
︑

非
営
利
組
織
︑
第
三
セ
ク
タ
ー
︑
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
を
め
ぐ
る
学
問
的
討
議
に
お
い
て
は
︑
市
場
︑
国
家
︑
家
族
︑
非
営

利
組
織
と
い
う
福
祉
生
産
の
諸
シ
ス
テ
ム
の
構
造
的
限
界
と
相
対
的
長
所
と
が
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
︵
本
書
の
︹
編
者
に

よ
る
︺
序
論
を
参
照
︶﹂
と
述
べ
た
う
え
で
︑
ド
イ
ツ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
福
祉
連
合
体
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
︒﹁
福

祉
連
合
体
は
︑
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
︵
市
場
と
国
家
︶
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
･セ
ク
タ
ー
︵
家
族
︑
近
隣
︑
自
助
な
ど
︶
と
の

あ
い
だ
の
重
要
な
︿
媒
介
的
地
位
﹀
を
占
め
る
︑
中
間
的
・
ち
ょ
う
つ
が
い
的
組
織
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︑
と(S

.

192-195.)

︒

し
た
が
っ
て
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
︑
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
重
要
な
給
付
主
体
と
し
て
の
福
祉
連
合
体
は
︑
右
の
よ
う
に
国
家

と
の
複
雑
な
相
互
関
係
の
形
成
を
と
お
し
て
﹁
福
祉
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
変
形
﹂
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
︑

そ
れ
と
同
時
に
︑
そ
の
福
祉
連
合
体
は
﹁
福
祉
多
元
主
義
﹂
に
お
け
る
非
営
利
組
織
の
一
翼
を
い
ま
も
有
力
に
担
っ
て
い
る
存
在
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
前
掲
書
の
第
十
七
章
で
み
た
よ
う
に
︑
そ
の
﹁
政
治
カ
ル
テ
ル
﹂
と
し
て
の
機
能
に
言
及
す

る
こ
と
で
︑
福
祉
多
元
主
義
に
期
待
さ
れ
る
理
念
︵
エ
ー
ヴ
ァ
ル
ス
と
オ
ル
ク
が
﹁
連
帯
﹂
と
﹁
活
性
化
﹂
で
表
現
し
た
も
の
︶
と

の
あ
い
だ
の
無
視
で
き
な
い
緊
張
関
係
を
示
唆
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
西
欧
諸
国
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
給
付
シ
ス
テ
ム
の
構
造
を
比
較
し
て
︑
福
祉
団
体
給
付
型
の
オ
ラ
ン
ダ

︵
お
よ
び
ド
イ
ツ
︶
と
国
家
給
付
型
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
を
両
極
に
置
く
が
︑
前
者
に
つ
い
て
は
︑
官
僚
制
化
を
ふ
く
む
﹁
政
治
・
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行
政
的
な
利
害
仲
介
﹂
の
問
題
と
︑﹁
宗
教
紛
争
の
系
列
﹂︵
国
家
と
教
会
の
あ
い
だ
の
緊
張
︶
が
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
組
織
形
成

を
促
進
し
て
き
た
歴
史
的
経
緯
と
に
留
意
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
と
オ
ラ
ン
ダ
で
は
︑
宗
派
対
立
と
同
権
化
志
向
の
歴
史

に
よ
っ
て
福
祉
団
体
と
補
完
性
が
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
団
体
形
成
は
分
権
的
で
︑﹁
補
完
性
原
理
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
﹂
と
い
う
相
違
も
指
摘
さ
れ
て
い
る(S

.196-200.)

︒

そ
の
う
え
で
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
鋭
意
取
り
組
ん
で
い
る
﹁
福
祉
連
合
体
の
国
際
比
較
﹂
と
い
う
研
究
が
直
面
す
る
諸
困
難
︵
諸
団

体
に
か
ん
す
る
情
報
の
不
足
︑
各
国
の
諸
団
体
に
対
す
る
法
制
度
上
の
扱
い
の
相
違
︑
比
較
の
次
元
︹
シ
ス
テ
ム
か
︑
組
織
か
︑
政

策
か
︺
の
多
様
性
な
ど
︶
を
踏
ま
え
て
︑﹁
政
治
は
︹
効
率
性
基
準
の
︺
市
場
と
は
異
な
る
﹂
と
言
う
︒
そ
し
て
最
後
に
シ
ュ
ミ
ッ

ト
が
指
摘
す
る
の
は
︑﹁︵
福
祉
︶
多
元
主
義
と
社
会
的
不
均
衡
と
の
︑
単
純
と
は
い
え
な
い
関
係
﹂
で
あ
り
︑﹁
社
会
的
諸
権
利
の

拡
張
﹂
か
︑
そ
れ
と
も
﹁
不
利
な
立
場
に
あ
る
集
団
へ
の
負
担
の
再
分
配
﹂
と
い
う
﹁
バ
イ
ア
ス
の
動
員
﹂
か
︑
と
問
う
の
で
あ
る

(S
.200-204.)

︒

三

こ
の
﹁
バ
イ
ア
ス
の
動
員
﹂
と
い
う
事
態
を
避
け
る
た
め
に
も
︑
こ
れ
か
ら
の
﹁
福
祉
多
元
主
義
﹂
は
︑
ド
イ
ツ
の
福
祉
連

合
体
が
体
現
し
て
い
る
﹁
福
祉
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
﹂
と
両
立
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
︑
と
あ
ら
た
め
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
︒
こ
の
問
い
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
史
と
思
想
史
と
の
広
い
視
野
で
考
え
る
う
え
で
︑
福
祉
国
家
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
を
﹁
新
し

い
補
完
性neue

S
ubsidiarität

﹂
と
い
う
視
点
か
ら
展
望
し
て
い
る
歴
史
家
ク
リ
ス
ト
フ
・
ザ
ク
セ
の
解
釈
︵
二
〇
〇
三
年

(

)
︶
は
︑

26

示
唆
に
富
み
興
味
深
い
︒

ザ
ク
セ
は
﹁
補
完
性
﹂
思
想
の
淵
源
を
︑
通
例
の
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
の
伝
統
だ
け
で
な
く
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
主
義
的
な

国
家
・
社
会
思
想
の
伝
統
﹂
に
も
求
め
︑
過
去
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
の
社
会
秩
序
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
争
と
福
祉
国
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家
の
建
設
・
拡
充
を
規
定
し
て
き
た
キ
ー
概
念
と
し
て
︑﹁
補
完
性
﹂
が
時
代
状
況
に
応
じ
て
多
様
に
機
能
し
て
き
た
変
遷
と
振
幅

を
提
示
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
こ
こ
に
言
う
﹁
自
由
主
義
的
な
伝
統
﹂
の
出
発
点
で
は
︑﹁
個
人
が
自
由
で
自
己
責
任
を
負
う
主
体
と

し
て
︑
権
力
か
ら
自
由
にgew

altfrei

社
会
化
さ
れ
る
﹂
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
︑﹁
補
完
性
﹂
は
こ
こ
で
は
﹁
社﹅

会﹅

と﹅

国﹅

家﹅

の﹅

二﹅

元﹅

論﹅

﹂
の
文
脈
で
﹁
国
家
か﹅

ら﹅

の﹅

自
由
の
規
範
﹂
と
し
て
機
能
し
た
︵﹁
法
治
国
家
﹂
思
想
に
よ
る
﹁
啓
蒙
絶
対
主
義
の
︿
福
祉
国
家
﹀

へ
の
対
抗
﹂︶(S

.192.)

︒
そ
れ
以
降
の
歴
史
的
展
開
は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
系
譜
に
お
い
て
社
会
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
︑﹁
文
化
闘
争
﹂

と
団
体
文
化
の
形
成
を
経
て
︑
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
社
会
回
勅
︵
一
九
三
一
年
︶
に
よ
っ
て
﹁
補
完
性
﹂
が
﹁
福
祉
国
家
の
組
織

原
理
﹂
と
な
る
︒
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
︑
五
〇
年
代
に
﹁
全
体
主
義
的
扶
養
国
家
﹂
へ
の
危
機
感
を
背
景
に
﹁
補
完
性
﹂
は
カ
ト

リ
ッ
ク
社
会
論
に
即
し
て
国
家
以
外
の
社
会
組
織
の
優
先
を
認
め
る
原
理
と
し
て
練
り
上
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
六
〇
年
代
以
降
は
︑

社
会
福
祉
・
青
少
年
福
祉
事
業
分
野
で
の
民
間
事
業
優
先
の
た
め
の
法
律
改
正
を
め
ぐ
る
論
争
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
合
憲
判
決
を

契
機
に
︑
九
〇
年
代
ま
で
に
こ
の
分
野
で
民
間
の
自
律
的
事
業
者
と
公
的
機
関
と
の
あ
い
だ
に
複
雑
な
相
互
依
存
関
係
が
形
成
さ

れ
︑﹁
自
律
的
な
福
祉
事
業
の
優
先
が
そ
れ
ら
を
法
律
上
の
扶
助
任
務
の
引
き
受
け
に
組
み
込
む
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
︑
実
際
に
は
そ

れ
ら
は
公
的
融
資
を
つ
う
じ
て
自
律
性
を
喪
失
し
︑
福
祉
事
業
の
﹁
国
家
化
﹂
が
進
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ザ
ク
セ
は
︑
こ
う
し

て
﹁
補
完
性
﹂
は
︑
戦
後
ま
も
な
い
頃
の
﹁
全
社
会
的
な
多
元
性
の
構
想
か
ら
︑
福﹅

祉﹅

事﹅

業﹅

と﹅

社﹅

会﹅

政﹅

策﹅

の﹅

ネ﹅

オ﹅

・﹅

コ﹅

ー﹅

ポ﹅

ラ﹅

テ﹅

ィ﹅

ズ﹅

ム﹅

的﹅

組﹅

織﹅

の﹅

た﹅

め﹅

の﹅

正﹅

統﹅

化﹅

形﹅

式﹅

へ
と
い
わ
ば
退
歩
し
た
﹂
と
見
る(S

.204-208.)

︒

し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
史
の
展
開
の
な
か
で
は
︑
福
祉
多
元
主
義
と
﹁
新
し
い
補
完
性
﹂
の
問
題
は
こ
う
し
た
﹁
退
歩
﹂
状
況
か
ら

始
ま
る
︒
事
態
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
︑﹁
社
会
サ
ー
ビ
ス
が
社
会
の
縁
辺
集
団
の
た
め
の
扶
助
か
ら
︑
広
範
な
住
民
の
た
め

の
介
護
と
支
援
の
給
付
へ
と
拡
大
し
た
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
﹁
サ
ー
ビ
ス
給
付
市
場
が
成
立
し
︑
そ
れ
は
私
的
企
業
に
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と
っ
て
も
魅
力
的
で
あ
る
︒
生
活
支
援
の
担
い
手
と
し
て
国
家
と
第
三
セ
ク
タ
ー
と
並
ん
で
市
場
が
参
入
す
る
に
至
る
︒
そ
れ
に
よ

っ
て
︑
伝
統
的
な
組
織
的
正
統
化
形
式
も
そ
の
規
範
的
な
力
を
喪
失
す
る
︒
こ
う
し
て
︑︹
上
述
の
六
つ
の
連
合
体
か
ら
成
る
︺
自

律
的
福
祉
事
業
の
中
央
機
関
に
︑
関
連
政
策
を
定
義
し
当
該
サ
ー
ビ
ス
給
付
を
実
施
す
る
さ
い
の
中
心
的
な
優
先
的
地
位
を
認
め
て

い
た
︑
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
組
織
範
型
を
そ
れ
ま
で
正
統
化
し
て
き
た
︿
補
完
性
﹀
は
︑
一
九
九
〇

年
代
初
め
以
降
︑
そ
の
重
要
性
を
か
な
り
喪
失
し
た
︒
あ
の
巨
大
な
中
央
機
関
の
発
足
に
寄
与
し
︑
そ
の
活
動
の
社
会
的
基
盤
を
な

し
て
い
る
社
会
的
環
境

│
と
り
わ
け
巨
大
な
諸
宗
派
と
社
会
民
主
党
的
な
労
働
者
文
化

│
は
︑
浸
食
さ
れ
て
い
く
過
程
に
あ

る
︒
｣(S

.209.)

こ
の
浸
食
過
程
の
な
か
で
︑
あ
の
福
祉
連
合
﹁
中
央
機
関
﹂
に
期
待
さ
れ
て
い
た
﹁
価
値
意
識
と
結
び
つ
い
た
社
会
的
参
加

S
ozialengagem

ent

﹂
は
︑﹁
次
第
に
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
職
業
化
と
官
僚
制
的
組
織
と
に
よ
っ
て
押
し
の
け
ら
れ
︑
市
場
形
態
の
競
争

に
よ
っ
て
使
い
物
に
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
︒
ド
イ
ツ
の
再
統
一
の
流
れ
に
沿
っ
て
自
律
的
運
営
者
が
新
た
な
連
邦
州
へ
拡
大
し
た

こ
と
が
こ
の
過
程
を
強
め
た
︒
最
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
過
程
が
︑
少
な
く
と
も
長
期
的
に
は
︑
ド
イ
ツ
の
中
央
機
関
の
よ
う
な

特
殊
な
一
国
的
な
運
営
者
集
団
の
特
権
を
掘
り
崩
す
︒﹂
こ
の
よ
う
な
﹁
旧
来
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
構
造
の
衰
退
と
と
も
に
︑
ド
イ

ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
の
伝
統
の
な
か
で
発
展
し
て
き
た
よ
う
な
︿
補
完
性
﹀
の
規
範
的
な
力
は
浸
食
さ
れ
る
︒
こ﹅

う﹅

し﹅

た﹅

状﹅

況﹅

の﹅

な﹅

か﹅

で﹅

︑
補﹅

完﹅

性﹅

の﹅

自﹅

由﹅

主﹅

義﹅

的﹅

な﹅

伝﹅

統﹅

と﹅

内﹅

容﹅

が﹅

再﹅

び﹅

大﹅

き﹅

な﹅

影﹅

響﹅

力﹅

を﹅

発﹅

揮﹅

し﹅

は﹅

じ﹅

め﹅

て﹅

い﹅

る﹅

︒﹂﹁
官
僚
制
化
し
職
業
化
し

た
社
会
政
策
の
旧
来
形
式
の
機
能
不
全
﹂
は
︑
と
く
に
社
会
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
分
野
で
次
第
に
批
判
を
受
け
︑﹁
広
範
な
自
助
の
議

論
が
補
完
性
の
思
想
に
も
新
た
な
作
用
方
向
を
与
え
た
︒﹂
問
題
は
︑
も
は
や
社
会
政
策
の
公
・
私
の
運
営
者
の
権
限
区
分
で
は
な

く
︑﹁
社
会
政
策
の
巨
大
官
僚
制
に
対
す
る
社
会
扶
助
の
︿
小
さ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹀
の
関
係
﹂
で
あ
り
︑﹁
市﹅

場﹅

と﹅

国﹅

家﹅

と﹅

第﹅

三﹅

セ﹅
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ク﹅

タ﹅

ー﹅

と﹅

の﹅

関﹅

係﹅

﹂
な
の
で
あ
る(S

.209f.)

︒

こ
う
し
て
ザ
ク
セ
は
︑﹁
新
し
い
補
完
性
﹂
の
特
質
と
意
義
を
︑﹁
小
さ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
自
発
的
運
動
の
も
つ
特
殊
な
給
付
能

力
﹂
に
︑
つ
ま
り
﹁
外
か
ら
の
官
僚
制
的
・
規
制
的
な
干
渉
﹂
に
対
抗
す
る
﹁
非
職
階
制
的
︑
協
同
的
︑
再
帰
的
﹂
な
性
質
に
も
と

づ
く
︑﹁
小
さ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
個
人
の
自
発
的
運
動
と
が
も
つ
機
能
上
の
固
有
論
理
と
自
律
性
を
保
護
す
る
こ
と
﹂
に
見
る
か

ら
︑
こ
の
視
点
は
た
ん
に
社
会
の
な
か
の
大
組
織
に
対
す
る
小
組
織
の
優
先
と
い
う
次
元
を
超
え
て
︑
よ
り
普
遍
的
に
﹁
社
会
全
体

の
制
御
メ
カ
ニ
ズ
ム
﹂
の
あ
り
方
へ
の
展
望
と
結
び
つ
い
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
国
家
が
も
は
や
社
会
の
頂
点
と
中
心
を
な
さ
な
い
よ

う
な
新
し
い
政
治
の
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
︒﹂
ザ
ク
セ
は
︑
上
述
の
二
〇
〇
二
年
の
連
邦
議
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
委
員
会
に
よ
る

﹃
市
民
的
参
加
の
将
来
﹄
に
も
言
及
し
︑﹁
自
己
責
任
を
負
う
市
民
﹂
を
中
心
と
し
た
市
場
と
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
る
社
会
に
お
い
て

は
︑﹁
国
家
は
︿
扶
養
す
る
﹀
国
家
か
ら
︿
活
性
化
す
る
﹀
国
家
へ
変
わ
る
﹂
と
言
う
︒
そ
の
意
味
で
︑﹁
新
し
い
補
完
性
﹂
に
﹁
補

完
性
の
自
由
主
義
的
な
伝
統
﹂
を
み
と
め
︑﹁︿
補
完
性
﹀
は
︑
過
去
百
年
の
産
業
社
会
の
発
展
の
な
か
で
福
祉
国
家
の
規
制
の
特
殊

ド
イ
ツ
的
な
や
り
方
を
正
統
化
し
て
き
た
よ
う
に
︑
そ
れ
は
こ
ん
に
ち
で
は
そ
の
脱
規
制
化
を
正
統
化
す
る
﹂︑
と
結
ん
で
い
る(S

.

210-212.)

︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
﹁
自
由
主
義
的
伝
統
﹂
は
︑
ザ
ク
セ
の
言
う
﹁
国
家
か
ら
の
自
由
﹂
だ
け
で
な
く
﹁
国
家
へ
の
自
由
﹂

︵
市
民
に
よ
る
国
家
形
成
と
し
て
の
市
民
政
府
論
︶
も
ふ
く
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
︑
前
者
の
意
味
で
の
﹁
法
治
国
家
﹂
思
想

か
ら
出
発
し
て
﹁
補
完
性
﹂
に
市
民
的
自
律
性
を
み
と
め
る
ザ
ク
セ
の
見
地
は
︑
啓
蒙
絶
対
主
義
か
ら
の
解
放
を
最
初
の
課
題
と
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
の
近
代
思
想
の
伝
統
に
忠
実
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
そ
の
う
え
で
︑
か
れ
は
福
祉
六
団
体
の
中
央
機

関
を
︑
国
家
と
結
び
つ
き
下
請
化
し
た
﹁
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
組
織
﹂
と
判
定
し
︑
そ
こ
か
ら
の
脱
却
こ
そ
が
こ
ん
に
ち
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の
市
民
的
な
課
題
な
の
だ
と
言
う
︒
個
人
の
自
発
性
と
協
同
性
に
も
と
づ
く
社
会
原
理
を
﹁
新
し
い
補
完
性
﹂
と
呼
び
︑
そ
の
た
め

の
﹁︿
活
性
化
す
る
﹀
国
家
﹂
を
想
定
す
る
ザ
ク
セ
の
構
想
は
︑
上
述
の
カ
ル
ス
デ
ン
・
ウ
ル
リ
ヒ
の
﹁
国
家
の
退
却
﹂︵
市
場
の
支

配
と
﹁
古
い
補
完
性
﹂︶
に
対
す
る
﹁
国
家
に
よ
る
活
性
化
﹂
戦
略
︵
個
人
の
社
会
参
加
の
支
援
と
﹁
新
し
い
補
完
性
﹂︶
を
想
起
さ

せ
る
︵
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
前
掲
書
第
二
十
一
章
︶︒
あ
る
い
は
︑
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
の
﹁
第
三
の
道
﹂
や
﹁
市
民
社
会
の
強
化
﹂

を
め
ざ
し
た
ニ
ュ
ー
･レ
イ
バ
ー
の
﹁
活
性
化
政
策
﹂︵
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
第
二
章
︶
と
の
異
同
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
エ
ー

ヴ
ァ
ル
ス
と
オ
ル
ク
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
︑﹁
市
民
社
会
﹂
と
い
う
非
営
利
セ
ク
タ
ー
に
は
﹁
給
付
と
財
の
不
平
等
な
分
配
﹂

と
い
う
欠
陥
も
あ
る
か
ら
︑
そ
う
簡
単
に
国
家
を
超
え
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
︑﹁
活
性
化
﹂
と
い
う
標
識
は
﹁
市
場
化
﹂
が
も
た

ら
す
﹁
不
平
等
﹂
を
さ
ら
に
促
進
す
る
リ
ス
ク
と
つ
ね
に
隣
り
合
わ
せ
で
あ
ろ
う
︒

﹁
福
祉
国
家
の
危
機
﹂
以
降
︑
と
り
わ
け
九
〇
年
代
に
﹁
市
場
化
﹂
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
進
展
し
た
結
果
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ド
イ
ツ

の
問
題
状
況
と
し
て
指
摘
し
た
﹁
典
型
的
な
労
働
・
家
族
生
活
﹂
の
﹁
劇
的
な
侵
食
﹂
に
よ
る
﹁︿
通
常
標
準
﹀
の
意
味
喪
失
と
社

会
保
障
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
基
礎
的
な
諸
関
係
・
諸
分
類
の
破
断
﹂
と
い
う
事
態
は
︑
基
本
的
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
性
質
を
も
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
日
本
で
も
︑
雇
用
形
態
と
家
族
構
造
の
多
様
化
と
と
も
に
社
会
の
﹁
個
人
化
﹂
が
進
み
︑
プ
レ
カ
リ
ア
ー

ト
化
に
対
し
て
も
社
会
連
帯
が
容
易
に
期
待
で
き
そ
う
に
な
い
ほ
ど
社
会
の
分
断
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
し
︑
し
か

も
そ
の
一
方
で
は
九
八
年
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
が
制
定
さ
れ
︑﹁
市
民
的
参
加
﹂
の
契
機
も
育
ち
つ
つ
あ
る
︒

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
︑
福
祉
国
家
の
比
較
研
究
が
照
ら
し
だ
し
て
い
る
の
は
︑
た
と
え
ば
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
前
掲
書
の
第
一
章
の

冒
頭
部
で
い
わ
ば
予
告
的
に
︑﹁
福
祉
生
産
の
多
様
な
構
造
﹂
が
社
会
政
策
論
上
の
興
味
深
い
﹁
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
﹂
だ
と
述
べ
て(S

.

40.)

︑
く
り
返
し
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
︑
福
祉
給
付
の
生
産
の
制
度
と
ア
ク
タ
ー
の
各
国
別
の
多
様
性
と
い
う
局
面
で
あ
る
︒
こ
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の
点
で
は
︑
ド
イ
ツ
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
・
モ
デ
ル
に
お
け
る
︑
福
祉
連
合
体
と
補
完
性
原
理
と
に
も
と
づ
く
﹁
社
会
政
策
の
団

体
化
﹂
は
︑
上
述
の
よ
う
に
︑
そ
の
﹁
高
度
な
連
続
性
﹂
の
ゆ
え
に
国
際
的
な
多
元
化
と
﹁
市
民
的
参
加
﹂
の
動
向
の
な
か
で
も
ド

イ
ツ
固
有
の
複
雑
な
展
開
を
示
し
て
き
た
︒
一
方
︑
企
業
中
心
社
会
の
日
本
で
は
︑
こ
れ
ま
で
福
祉
生
産
は
企
業
︵
長
期
安
定
雇

用
︶
と
家
族
︵
性
別
役
割
分
業
︶
が
担
っ
て
き
た
か
ら
国
家
は
老
後
︵
年
金
︶
と
医
療
に
著
し
く
特
化
し
て
事
な
き
を
え
て
き
た
よ

う
に
見
え
た
が
︑
い
ま
で
は
雇
用
の
分
断
と
家
族
の
多
様
化
︵
と
り
わ
け
女
性
の
就
労
化
︶
に
よ
っ
て
︑
家
族
と
企
業
が
も
は
や
担

い
き
れ
な
い
保
育
︑
介
護
︑
教
育
︑
住
宅
︑
職
業
訓
練
な
ど
の
広
範
な
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
決
定
的
な
不
足
に
直
面
し
て
お
り
︑
そ
れ

が
経
済
的
格
差
の
波
及
効
果
を
い
っ
そ
う
高
め
て
い
る
︒
こ
れ
は
日
本
に
固
有
の
企
業
中
心
社
会
の
限
界
と
危
機
を
表
現
し
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
の
だ
が
︑
し
か
も
な
お
︑
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で
雇
用
と
家
族
の
不
安
定
化
を
﹁
ポ

ス
ト
工
業
化
﹂
時
代
の
﹁
新
し
い
社
会
的
リ
ス
ク
﹂
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
も
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
の
よ
う
な
新
し
い
問
題
状
況
に
対
す
る
国
際
的
視
野
は
︑
エ
ー
ヴ
ァ
ル
ス
と
オ
ル
ク
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
︑﹁
福
祉
の
生
産
﹂

と
﹁
安
全
と
公
正
と
へ
の
期
待
の
実
現
﹂
の
担
い
手
と
し
て
︑﹁
市
場
と
国
家
の
中
間
﹂
に
あ
る
﹁
社
会
的
な
領
域
﹂︑
つ
ま
り
広
範

で
多
様
な
フ
ォ
ー
マ
ル
／
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
結
社
を
﹁
再
発
見
﹂
さ
せ
た
と
い
う
点
に
︑
最
後
に
あ
ら
た
め
て
留
意
し
て
お
き
た

い
︒
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
︑
上
述
の
よ
う
に
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
へ
の
批
判
の
な
か
で
︑﹁
国
家
以
外
の
諸
制
度

の
給
付
﹂
の
役
割
を
重
視
し
︑
ド
イ
ツ
の
﹁
福
祉
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
﹂
の
功
罪
と
そ
の
変
化
の
可
能
性
に
注
目
し
て
い
た

(

)
︒
こ
う

27

し
た
﹁
社
会
的
な
領
域
﹂
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
結
社
の
﹁
再
発
見
﹂
の
前
に
︑
も
ち
ろ
ん
発
見
や
先
行
的
な
再
発
見
が
あ
っ
た
の

で
あ
り
︑
団
体
的
自
由
の
思
想
︑
つ
ま
り
結
社
へ
の
自
由
な
参
加
を
つ
う
じ
た
個
人
の
自
由
の
普
遍
的
実
現
と
い
う
考
え
方
は
︑
近

現
代
社
会
を
つ
ら
ぬ
く
大
き
な
主
題
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
相
互
扶
助
と
連
帯
的
な
福
祉
社
会
の
構
想
に
と
っ
て
は
︑
か
り
に
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ド
イ
ツ
に
限
定
し
て
も
カ
ン
ト
的
な
私
的
自
治
の
原
理
だ
け
で
な
く
︑
多
元
的
社
会
論
の
多
様
な
潮
流
の
歴
史
的
蓄
積
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
も
留
意
す
る
深
い
意
味
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
多
元
主
義P

luralism
us

︑
つ
ま
り
複

数
性
の
承
認
と
い
う
思
想
は
︑
自
由
な
個
人
に
も
と
づ
く
人
間
の
相
互
性
と
共
同
性
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
︑
し
た
が
っ
て
自
由
な

個
人
の
複
数
性
だ
け
で
な
く
自
由
な
結
社
の
複
数
性
に
つ
い
て
も
︑
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
許
容
し
て
き
た
し
︑
多

様
な
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

(

)

｢福
祉
国
家
﹂
と
﹁
社
会
国
家
﹂
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
固
有
の
解
釈
史
の
経
緯
と
意
味
連
関
に
つ
い
て
は
︑
木

1

村
周
市
朗
﹃
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
﹄︑
未
来
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
の
序
章
を
参
照
の
こ
と
︒

(

)
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Ideological
R

oots
of

P
ublic

E
xpenditures,B

erkeley:
U

niversity

2

of
C

alifornia
P
ress,1975.

下
平
好
博
訳
﹃
福
祉
国
家
と
平
等

│
公
共
支
出
の
構
造
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
起
源

│
﹄︑
木
鐸
社
︑
一

九
八
四
年
︒
な
お
︑
本
稿
で
は
︑
引
用
文
中
の
︵

︶
は
す
べ
て
原
文
の
ま
ま
︑︹

︺
の
部
分
は
引
用
者
に
よ
る
補
筆
で
あ
り
︑︿

﹀

は
引
用
文
中
の
引
用
符
で
あ
る
︒
引
用
文
中
の
傍
点
は
︑
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
原
文
が
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
引
用
文

の
出
所
は
︑
適
宜
本
文
中
に
原
典
の
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
︒
邦
訳
書
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
注
記
す
る
が
︑
引
用
文
は
邦
訳
書
に
従
っ
て
い
な

い
ば
あ
い
が
あ
る
︒

(

)

N
.
F
urniss

and
T
.
T
ilton,

T
he

C
ase

for
the

W
elfare

S
tate.

F
rom

S
ocial

S
ecurity

to
S
ocial

E
quality,

B
loom

ington
and

L
ondon:

3

Indiana
U

niversity
P
ress,

1977.

(

)

G
.
E
sping-A

ndersen,
T
he

T
hree

W
orlds

of
W

elfare
C

apitalism
,
C

am
bridge:

P
olity

P
ress,

1990.

岡
沢
憲
芙
・
宮
本
太
郎
監
訳

4
﹃
福
祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界

│
比
較
福
祉
国
家
の
理
論
と
動
態

│
﹄︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
︒

─ 98 ─( 85 )

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
福
祉
国
家
論
の
展
開



(

)

C
.P

ierson,B
eyond

the
W

elfare
S
tate?

T
he

N
ew

P
olitical

E
conom

y
of

W
elfare,C

am
bridge:

P
olity

P
ress,1991.

田
中
浩
・
神
谷

5

直
樹
訳
﹃
曲
が
り
角
に
き
た
福
祉
国
家

│
福
祉
の
新
政
治
経
済
学

│
﹄︑
未
来
社
︑
一
九
九
六
年
︒

(

)

こ
の
第
一
世
代
︑
第
二
世
代
と
い
う
区
分
に
つ
い
て
は
︑
後
注
(

)の
邦
訳
書
の
﹁
訳
者
あ
と
が
き
﹂
を
参
照
の
こ
と
︒

6

7

(

)
G

.E
sping-A

ndersen,S
ocialF

oundations
of

P
ostindustrialE

conom
ies,O

xford:O
xford

U
niversity

P
ress,1999,P

aperback
2000.

7

渡
辺
雅
男
・
渡
辺
景
子
訳
﹃
ポ
ス
ト
工
業
経
済
の
社
会
的
基
礎

│
市
場
・
福
祉
国
家
・
家
族
の
政
治
経
済
学

│
﹄︑
桜
井
書
店
︑
二

〇
〇
〇
年
︒
な
お
︑
本
文
中
の
引
用
ペ
ー
ジ
数
は
ペ
イ
パ
ー
バ
ッ
ク
版
の
も
の
で
あ
る
︒

(

)

よ
う
や
く
と
言
う
の
は
︑
た
と
え
ば
伝
統
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
が
大
き
い
日
本
で
も
︑
国
際
的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
の
批
判
的
交
流

8

を
背
景
に
も
つ
上
野
千
鶴
子
﹃
家
父
長
制
と
資
本
制
﹄︵
岩
波
書
店
︶
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
九
〇
年
で
あ
り
︑
ま
た
一
九
九
五
年
の

ド
イ
ツ
の
先
行
事
例
に
な
ら
っ
て
︑
介
護
の
社
会
化
を
め
ざ
し
て
︵
た
だ
し
制
度
の
実
態
は
依
然
と
し
て
家
族
へ
の
依
存
を
前
提
と
し
て

い
る
が
︶
介
護
保
険
制
度
が
二
〇
〇
〇
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
か
ら
で
あ
る
︒

(

)

G
.E

sping-A
ndersen,T

he
Incom

plete
R

evolution.A
dapting

to
W

om
en’s

N
ew

R
oles,C

am
bridge:

P
olity

P
ress,2009.

大
沢
真
理

9

監
訳
﹃
平
等
と
効
率
の
福
祉
革
命

│
新
し
い
女
性
の
役
割

│
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︒

(

)

Josef
S
chm

id,
W

ohlfahrtsstaaten
im

V
ergleich.

S
oziale

S
icherung

in
E
uropa:

O
rganisation,

F
inanzierung,

L
eistungen

und

10

P
roblem

e.
3.,

aktualisierte
und

erw
eiterte

A
uflage.

W
iesbaden:

V
S

V
erlag

für
S
ozialw

issenschaften,
S
pringer,

2010.
(546

S
.

21cm
.)

(

)

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
は
︑
二
〇
一
〇
年
十
月
に
︑
そ
れ
ま
で
の
経
済
学
部
と
社
会
科
学
部
と
が
統
合
さ
れ
て
新
た
に
経
済
社
会
科

11

学
部
が
発
足
し
︑
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
の
初
代
学
部
長
に
就
任
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
同
学
部
の
沿
革
は
︑
十
九
世
紀
初

頭
︑
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
の
大
臣
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ゲ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
る
推
進
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の

尽
力
で
︵
と
く
に
か
れ
は
︑
当
時
の
硬
直
し
た
行
政
実
務
＝
﹁
書
記S

chreiber
﹂
制
度
の
改
革
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
︶
一
八
一
七
年

─ 97 ─( 86 )

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
福
祉
国
家
論
の
展
開



十
月
二
十
六
日
に
国
王
の
認
可
を
得
て
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
五
番
目
の
学
部
と
し
て
創
設
さ
れ
た
国
家
経
済
学
部
を
起
点
と
し
て
い

る
か
ら
︑
新
生
の
経
済
社
会
科
学
部
は
︑
二
〇
一
七
年
の
こ
の
日
を
も
っ
て
創
立
二
百
年
を
祝
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
同
学
部
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
は
︑
同
日
付
の
︿T

op-N
ew

s

﹀
で
こ
う
し
た
経
緯
を
ふ
り
返
り
︑
だ
か
ら
﹁
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
は
︑
ド
イ
ツ
で
現
在
ま
で
と

ぎ
れ
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
い
る
最
古
の
経
済
学
部
を
有
し
て
い
る
﹂
と
記
し
て
い
る
︒

(

)

ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
論
点
整
理
に
つ
い
て
は
︑
木
村
︑
前
掲
書
︑
四
六
ペ
ー
ジ
を
見
よ
︒

12(

)

以
上
の
よ
う
な
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
経
歴
と
学
問
に
つ
い
て
は
︑
つ
ぎ
を
見
よ
︒G

.
W

ew
er,

H
ans-H

erm
ann

H
artw

ich
(geboren

13

1928),
in:

E
.
L
esse

u.
S
.
L
iebold

(H
rsg.),

D
eutsche

P
olitikw

issenschaftler

–W
erk

und
W

irkung.
V

on
A

bendroth
bis

Z
ellentin,

B
aden-B

aden:
N

om
os,

2014,
S
.317-329.

(

)

以
上
の
よ
う
な
レ
ー
ム
ブ
ル
フ
の
経
歴
と
学
問
に
つ
い
て
は
︑
つ
ぎ
を
見
よ
︒R

.
S
turm

,
G

erhard
L
ehm

bruch
(geboren

1928),
in:

14

E
.
L
esse

u.
S
.
L
iebold

(H
rsg.),

op.
cit.,

S
.481-494.

日
本
に
紹
介
さ
れ
た
翻
訳
資
料
と
し
て
︑
山
口
定
監
訳
の
﹃
現
代
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ズ
ム
Ⅰ

団
体
統
合
主
義
の
政
治
と
そ
の
理
論
﹄
お
よ
び
﹃
現
代
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
Ⅱ

先
進
諸
国
の
比
較
分
析
﹄︑
木
鐸
社
︑
一
九

八
四
・
八
六
年
︑
平
島
健
司
編
訳
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
比
較
政
治
発
展
論
﹄︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
四
年
︑
各
所
収
の
レ
ー
ム
ブ
ル
フ

の
諸
論
文
と
訳
者
に
よ
る
解
説
︒

(

)

J.
S
chm

id,
M

anfred
G

.
S
chm

idt
(geboren

1948),
in:

E
.
L
esse

u.
S
.
L
iebold

(H
rsg.),

op.
cit.,

S
.655-667.

15(

)

こ
の
第
三
版
か
ら
八
年
を
経
過
し
た
こ
ん
に
ち
︑
改
訂
第
四
版
の
出
現
が
待
た
れ
る
が
︑
著
者
の
わ
た
く
し
へ
の
私
信
に
よ
れ
ば
︑
す

16

で
に
第
四
版
の
準
備
を
進
め
て
い
る
が
︑
長
期
に
及
ん
で
い
る
学
部
長
職
も
あ
っ
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

(

)

こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
︑
木
村
周
市
朗
﹁
ド
イ
ツ
社
会
保
障
概
念
の
形
成
と
社
会
政
策
﹂︑﹃
成
城
大
学
経
済
研
究
﹄︑
第
一
一

17

五
・
一
一
六
合
併
号
︑
一
九
九
二
年
三
月
︑
所
収
︑
を
見
よ
︒

(

)

H
.L

am
pertu.J.A

ltham
m

er,L
ehrbuch

der
S
ozialpolitik,8.A

ufl.,B
erlin:S

pringer,2007.

そ
の
ご
二
〇
一
四
年
に
︑
こ
の
共
著
者

18

─ 96 ─( 87 )

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
福
祉
国
家
論
の
展
開



名
の
順
序
を
入
れ
替
え
た
改
訂
第
九
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
の
第
五
版
︵
ラ
ン
ペ
ル
ト
の
単
著
と
し
て
一
九
九
八
年
公
刊
︶
の

1.
T
eil:

G
eschichte

der
deutschen

S
ozialpolitik

の
翻
訳
と
し
て
︑
下
記
が
あ
る
︒
臼
井
英
之
訳
﹁
ド
イ
ツ
社
会
政
策
史
︵
Ⅰ
︶・

︵
Ⅱ
︶・︵
Ⅲ
︶﹂︑﹃
成
城
大
学
経
済
研
究
﹄︑
第
一
六
一
号
︑
二
〇
〇
三
年
六
月
︑
第
一
六
四
号
︑
二
〇
〇
四
年
三
月
︑
第
一
七
五
・
一
七

六
合
併
号
︑
二
〇
〇
七
年
三
月
︑
各
所
収
︒

(

)

D
.

S
ainsbury,

G
ender

and
S
ocial-D

em
ocratic

W
elfare

S
tates,

in:
D

.
S
ainsbury

(ed.),
G

ender
and

W
elfare

S
tate

R
egim

es,

19

O
xford:

O
xford

U
niversity

P
ress,

1999,
pp.75-114,

pp.78-79.

(

)

C
.
G

.
U

llrich,
A

ktivierende
S
ozialpolitik

und
individuelle

A
utonom

ie,
in:

S
oziale

W
elt,

Z
eitschrift

für
sozialw

issenschaftliche

20

F
orschung

und
P
raxis,

Jg.55,
2004,

H
eft

2,
S
.145-158,

S
.147.

(

)

た
と
え
ば
﹁
労
働
者
福
祉
﹂
は
︑
一
九
一
九
年
に
社
会
民
主
党
系
の
福
祉
団
体
︵
個
人
参
加
型
︶
と
し
て
発
足
し
︑
現
在
は
会
員
三
十

21

三
万
人
︑
二
十
一
万
人
の
専
任
職
員
と
六
万
五
千
人
の
非
常
勤
の
名
誉
職
員
で
障
碍
者
・
高
齢
者
・
児
童
・
移
民
な
ど
の
支
援
や
医
療
活

動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
ド
イ
ツ
最
大
の
福
祉
事
業
者
で
あ
る
﹁
カ
リ
タ
ス
連
合
﹂
は
一
八
九
七
年
発
足
︑
専
任
職
員
六
十
二
万
人
と
名

誉
職
員
五
十
万
人
︑﹁
新
教
社
会
奉
仕
団
﹂
は
専
任
五
十
二
万
五
千
人
と
名
誉
職
員
七
十
万
人
で
あ
る
︒﹁
同
権
福
祉
連
合
﹂
は
︑
一
九
二

四
年
発
足
︑
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
と
能
力
発
展
と
を
す
べ
て
の
人
に
保
障
す
る
機
会
均
等
と
同
権
を
掲
げ
︑
一
万
団
体
を
傘
下
に
収

め
て
い
る
︒
六
団
体
は
︑
そ
の
沿
革
や
世
界
観
は
異
な
る
が
︑
い
ず
れ
も
全
国
に
多
数
の
支
部
組
織
や
加
盟
団
体
を
擁
し
て
お
り
︑
さ
ま

ざ
ま
な
福
祉
活
動
を
展
開
し
て
い
る
︵
各
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
︶︒

(

)

J.
S
chm

id,
V

ergleichende
W

ohlfahrtsstaatsforschung,
in:

D
.

B
erg-S

chlosser
u.

F
.

M
üller-R

om
m

el
(H

rsg.),
V

ergleichende

22

P
olitikw

issenschaft.
E
in

einführendes
S
tudienhandbuch,

4.,
überarb.

u.
erw

.
A

ufl.,
W

iesbaden:
S
pringer,

2003,
N

achdruck
2006,

S
.229-260

u.
388-394

(L
iteratur),

bes.
S
.232-245.

(

)

前
注
(

)を
見
よ
︒
な
お
︑
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
著
︵
教
授
資
格
論

23

15

─ 95 ─( 88 )

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
福
祉
国
家
論
の
展
開



文
)を
紹
介
し
て
い
る
つ
ぎ
の
資
料
も
参
照
の
こ
と
︒J.S

chm
id,M

anfred
G

.S
chm

idt,W
ohlfahrtsstaatliche

P
olitik

unter
bürgerlichen

und
sozialdem

okratischen
R

egierungen,
F
rankfurt

a.
M

./
N

ew
Y

ork
1982,

in:
S
.
K

ailitz
(H

rsg.),
S
chlüsselw

erke
der

P
olitik-

w
issenschaft,

W
iesbaden:

V
S

V
erlag

für
S
ozialw

issenschaften,
2007,

S
.429-432.

(

)
A

.E
vers

u.T
.O

lk,W
ohlfahrtspluralism

us

–A
nalytische

und
norm

ativ-politische
D

im
ensionen

eines
L
eitbegriffs,in:

A
.E

vers

24

u.
T
.

O
lk

(H
rsg.),

W
ohlfahrtspluralism

us.
V

om
W

ohlfahrtsstaat
zur

W
ohlfahrtsgesellschaft,

O
pladen:

W
estdeutscher

V
erlag,

1996,
S
.9-60.

(

)

J.
S
chm

id,
D

er
W

elfare-M
ix

in
der

vergleichenden
P
olitikforschung:

D
er

W
eg

vom
E
tatism

us
über

den
K

orporatism
us

zum

25

P
luralism

us

–und
einige

m
ethodische

S
tolpersteine,in:

A
.E

vers
u.T

.O
lk

(H
rsg.),op.sit.,S

.186-207.

こ
れ
は
著
者
の
ボ
ー
フ
ム

時
代
の
作
品
で
あ
る
︒

(

)

C
.

S
achße,

S
ubsidiarität:

L
eitm

axim
e

deutscher
W

ohlfahrtsstaatlichkeit,
in:

S
.

L
essenich

(H
rsg.),

W
ohlfahrtsstaatliche

26

G
rundbegriffe.

H
istorische

und
aktuelle

D
iskurse,

F
rankfurt

a.
M

.:
C

am
pus,

2003,
S
.191-212.

(

)

｢福
祉
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
﹂
を
ふ
く
む
ネ
オ
･コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
そ
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
各
種
の
団
体
連
合
体
に
対
す
る
ヨ
ー

27
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3.2.4 Klassifikation der Methodiken des Wohlfahrtsstaatsvergleichs und kritische

Perspektive

3.3 Zukunft des Wohlfahrtsstaates

3.3.1 Neue soziale Probleme und „Aktivierung“ Strategie

3.3.2 Reorganisation der Sozialpolitik und normative Grundlagen

3.4 Problemsphäre des Wohlfahrtspluralismus

4. Pluralisierung der Wohlfahrtsproduktion und Subsidiarität: Ein Fazit
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Von einem ähnlichen Standpunkt der Pluralisierung der Wohlfahrtsproduktion aus

betonen Adalbert Evers und Thomas Olk die Bedeutung des neuen Kontextes, „daß die

gesellschaftlichen Sphären ‚diesseits oder jenseits von ‒ bzw. zwischen ‒ Markt und

Staat‘ ...... ‚wiederentdeckt‘ wurden“. Mit dem Interesse an die geistesgeschichtlichen (nicht

nur katholisch-sozialen sondern auch liberalen) Traditionen und die historische Bedeu-

tungswechselung der Subsidiarität zeigt Christoph Sachße eine neuere Entwicklungsstufe

von „einer Legitimationsformel für die neokorporatistische Organisation von Wohlfahrts-

pflege und Sozialpolitik“ zu einer „neuen Subsidiarität“ bzw. Wiederaufleben der „liberalen

Traditionen und Gehalte von Subsidiarität“.

Es erscheint uns nicht so einfach, jenseits von Staat zu sein, weil es im Nonprofit-Sektor

(„Zivilgesellschaft“) „ungleiche Verteilung der Leistungen und Güter“ usw. als belangvolles

Defizit gibt, und Gütekriterium „Aktivierung“ trägt ein Risiko, Ungleichheiten durch

„Vermarktlichung“ des Sozialstaats zu verstärken. Eine „Wiederentdeckung“ der gesell-

schaftlichen Sphären i. e. verschiedenen Assoziationen als Träger sowohl der Wohlfahrts-

produktion wie der Verwirklichung der Sicherheit und Gerechtigkeit ist dennoch wichtig; es

gab natürlich vor „Wiederentdeckung“ der Assoziationen Entdeckung und vorangehende

Wiederentdeckungen, und wir müssen sagen, es hat für eine Konzeption für gegenseitige

Hilfe und solidarische Wohlfahrtsgesellschaft eine tiefe Bedeutung, darüber zu bemerken,

daß auch und besonders in Deutschland man eine reiche Anhäufung verschiedener Denken

und Strömungen über die pluralistische Gesellschaft und die korporative Freiheit hat, i.e.

über die allgemeine Verwirklichung individueller Freiheit durch freie Teilnahme an

vielfältige Gesellschaften und Assoziationen.
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3.2 Methodisches Gesichtsfeld für Wohlfahrtsstaatsvergleich

3.2.1 Ziele und Hintergrund des Hauptwerks

3.2.2 Methodisch-theoretische Grundlagen

3.2.3 Politisch-ökonomische Lage des Wohlfahrtsstaates: Verschiedenheit der insti-

tutionellen Strukturen
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Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung in Deutschland:

Methodische Grundlagen und Perspektiven für Wohlfahrtspluralismus

bei Josef Schmid

Shuichiro Kimura

Zusammenfassung

In den globalen Situationen der Debatten über die „Krise“ des Wohlfahrtsstaates und der

wirklichen verschiedenen Reformen der Systeme der sozialen Sicherung bzw. Wandlungs-

prozesse der westlichen Wohlfahrtsstaaten seit den 80er Jahren entsteht richtig die

vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung auch in Deutschland spätestens in den 90er Jahren.

Josef Schmid, einer der Bahnbrecher dieses Bereichs in Deutschland, zeigt uns in seinem

Werk Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Soziale Sicherung in Europa: Organisation,

Finanzierung, Leistungen und Probleme (1. Aufl. 1996, 2. Aufl. 2002 und 3. Aufl. 2010) das

methodisch-theoretische Gesamtbild in den konkreten Phasen der aktuellen sozialpolitischen

Probleme. Sein Interesse liegt dabei konsistent in den Struktur- und Organisationsprobleme

des modernen Wohlfahrtsstaates, i. e. in den unterschiedlichen institutionellen Strukturen in

den westeuropäischen Ländern, deren historischen Eigengesetzlichkeit und Kontinuität

aufgrund der hohen Komplexität, und damit der Pluralität, Partikularität und Relativität der

nationalen Sozialpolitiken und ihrer Zukunft.

Ein Verlust des „Normalitätsstandards“ und eine zunehmende Pluralisierung und

Individualisierung der Gesellschaft als Ausdrücke neuer sozialer Risiken durch Globali-

sierung und Dienstleistungsökonomie postulieren, nach Josef Schmid, eine „tiefgreifende

institutionelle Reorganisation der Sozialpolitik“, die nicht von ungefähr mit den normativen

Prinzipien für einen Umbau des Wohlfahrtsstaates eng verbunden ist. Aus dieser Perspektive

fokussiert er auf die „Reorganisation“ und damit „Politisierung und Demokratisierung der

Wohlfahrtsproduktion“. Dabei sieht er als ein historisch bestimmtes spezifisch deutsches

(und niederländisches) Modell die „Verbandlichung der Sozialpolitik“ aufgrund großer

Wohlfahrtsverbände und des Konzepts der Subsidiarität, und entsprechend geht es ihm für

die Zukunft der deutschen Sozialpolitik vor allen um die gesellschaftlichen Bedingungen für

freie bürgerliche Aktivitäten zwischen Markt und Staat, also eine Möglichkeit einer

Perspektive vom „Weg vom Etatismus über den Korporatismus zum Pluralismus“.
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