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教
会
の
公
共
性
――
社
会
保
障
制
度
改
革
を
通
し
て

郡　

司　

篤　

晃

は
じ
め
に
――
扶
助
の
制
度
を
取
り
上
げ
る
意
味

人
間
は
、
色
々
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
人
々
は
助
け
合
っ
て
生
き
て
き
た
。
そ
の
た
め
の
公
的
な
仕
組
み
を

作
り
上
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
家
族
や
社
会
の
構
造
が
変
化
す
る
中
で
、
人
々
の
助
け
合
う
仕
組
み
も
大
き
く
変
貌
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
具
体
例
を
議
論
の
材
料
と
し
な
が
ら
、
教
会
の
公
共
性
に
つ
い
て
か
ん
が
え
て
み
た
い
。
抽
象
化
は
論
理
性
を
増
す
が
、
狭

い
け
れ
ど
も
あ
え
て
具
体
的
な
扶
助
の
制
度
を
通
し
て
議
論
す
る
理
由
は
、
第
一
に
私
に
は
勉
強
不
足
で
抽
象
度
の
高
い
議
論
が
で
き
な
い

た
め
と
、
第
二
に
、
抽
象
化
に
よ
っ
て
意
味
論
的
な
問
題
を
生
じ
る
の
を
避
け
る
た
め
、
著
者
の
案
内
の
あ
る
ケ
ア
）
1
（

の
制
度
を
通
し
て
議
論

し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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163 教会の公共性̶̶ 社会保障制度改革を通して

キ
リ
ス
ト
教
会
の
公
共
的
活
動
小
史

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
支
配
体
制
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
の
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
会
は
公
共
的
存
在
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
。
教
育
や
扶
助
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
教
会
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
病
院
は
主
と
し
て
修
道

院
、
特
に
尼
寺
か
ら
発
展
し
た
）
2
（

。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
産
業
革
命
が
起
こ
り
、
産
業
が
発
達
し
て
、
消
費
生
活
は
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
搾
取
が
横
行
し
、
貧
富
の

格
差
が
拡
大
し
、
社
会
問
題
化
し
た
。
そ
の
時
、
そ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
の
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
そ
の
基
盤
と
し
て
の
教
会
だ
っ
た
。

例
え
ば
、
一
九
〇
一
年
、
世
界
で
行
わ
れ
て
い
る
生
活
保
護
の
た
め
のM

eans test

（
資
産
調
査
）
はB

enjam
in S. R

ow
ntree 

に
よ
っ

て
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
が
、
彼
は
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
だ
っ
た
。
こ
の
調
査
は
、
栄
養
所
要
量
を
も
と
に
食
料
費
の
算
定
を
基
礎
と
し
た
も
の

で
、
現
在
で
も
世
界
の
生
活
保
護
の
基
と
な
っ
て
い
る
。

社
会
が
混
乱
し
た
と
き
も
、
教
会
が
扶
助
の
役
割
を
担
っ
た
。
第
二
次
大
戦
で
の
敗
戦
後
の
日
本
で
は
、
挙
国
一
致
の
体
制
が
崩
壊
し

て
、
人
々
は
一
転
し
て
自
己
中
心
の
生
活
に
走
り
、
世
の
中
は
一
気
に
暗
転
し
た
。
そ
の
時
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
公
的
活
動
は
闇
の
中
に

光
を
放
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
「
世
の
光
、
地
の
塩
」
と
な
っ
た
。
戦
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
活
動
と
し
て
は
、
例
え
ば
下
谷
の
ゼ
ノ
神
父
、

ア
リ
の
町
の
マ
リ
ア
（
北
原
怜
子
）、
長
谷
川
保
の
「
聖
隷
病
院
」
建
設
な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

し
か
し
、
戦
後
、
戦
勝
国
は
福
祉
国
家
の
建
設
に
邁
進
し
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
公
的
活
動
は
、
福
祉
国
家
建
設
を
目
指
す
政
府
に
よ
っ
て

次
第
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
敗
戦
国
の
日
本
も
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
そ
の
後
を
追
っ
た
。
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科
学
と
産
業
の
発
達
と
そ
の
影
響
――
市
場
へ
の
信
頼
と
過
信

科
学
技
術
の
発
達
と
産
業
革
命
は
、
社
会
構
造
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
き
た
。
産
業
革
命
は
、
豊
さ
と
生
産
余
剰
を
産
み
出
し
、
そ
の
余

剰
は
人
々
の
間
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
A
・
ス
ミ
ス
は
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
豊
か
に
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
、
産
業
が
未
発
達
な

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
て
、
そ
の
原
因
が
分
業
に
よ
る
生
産
の
効
率
化
と
そ
の
交
換
の
仕
組
み
に
あ
る
と
見
た
。
そ
し
て
、
道
徳
学
者
で

あ
っ
た
ス
ミ
ス
）
3
（

は
、
働
い
て
い
る
個
人
が
決
し
て
利
他
的
な
動
機
で
働
い
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
し
か
し
、
個
々
人
が
利
己
的
に
利

益
を
追
求
し
て
も
、
少
し
ば
か
り
のsym

pathy

が
あ
れ
ば
、（
神
の
）
見
え
ざ
る
御
手
）
4
（

が
働
い
て
社
会
の
豊
か
さ
と
調
和
が
実
現
さ
れ
る
と

し
た
。
こ
れ
が
市
場
の
予
言
で
あ
っ
た
。

そ
の
後 M

arshal 

ら
に
よ
っ
て
経
済
学
が
確
立
さ
れ
た
。
経
済
学
が
発
見
し
た
事
実
は
、
市
場
は
、
生
産
者
が
最
も
効
率
的
に
生
産
を

行
い
、
生
産
さ
れ
た
多
様
な
財
を
、
個
々
に
異
な
る
制
約
と
好
み
を
持
っ
た
人
々
に
分
配
す
る
と
い
う
極
め
て
複
雑
な
作
業
を
、
比
較
的
簡

単
な
し
か
け
で
や
り
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
）
5
（

。

経
済
学
の
確
立
は
、
市
場
に
対
す
る
知
識
と
信
頼
を
高
め
、
私
的
セ
ク
タ
ー
の
存
在
を
確
立
し
た
。
そ
し
て
、
政
府
は
で
き
る
だ
け
市
場

に
介
入
し
な
い
方
が
良
い
と
い
う
自
由
思
想
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
家
は
も
っ
ぱ
ら
平
和
や
治
安
の
維
持
等
に
つ
と
め
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
、
後
世
「
夜
警
国
家
」
と
呼
ば
れ
る
「
小
さ
な
国
家
」
観
を
生
み
出
し
た
）
6
（

。

そ
の
後
、
戦
争
の
遂
行
、
経
済
競
争
激
化
へ
の
対
応
、
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
福
祉
国
家
の
建
設
の
た
め
に
、
政
府
、
特
に
行

政
の
拡
大
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
例
え
ば
、
経
済
学
の
発
祥
の
国
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
医
療
は
国
営
と
な
っ
た
。「
大
き
な
国
家
」

の
出
現
に
と
も
な
い
、
そ
の
欠
陥
も
明
ら
か
に
な
り
、「
行
政
国
家
」
の
問
題
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
7
（

。
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165 教会の公共性̶̶ 社会保障制度改革を通して

社
会
主
義
国
の
崩
壊
に
と
も
な
い
、
特
に
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
各
国
間
の
経
済
競
争
は
激
化
し
た
。
各
国
に
誕
生
し
た
新
自

由
主
義
政
権
は
市
場
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
社
会
保
障
制
度
も
そ
の
例
外
と
は
な
ら

な
か
っ
た
。
再
び
小
さ
な
政
府
が
指
向
さ
れ
た
。

R
. H

eilbroner

は
、
歴
史
上
、
利
己
主
義
を
肯
定
す
る
思
想
は
な
か
っ
た
の
で
、
経
済
学
を
「
世
俗
化
の
思
想
」
だ
と
言
う
）
8
（

。「
消
費
者

主
権
（sovereignty
）」
を
認
め
る
こ
と
は
、
即
ち
消
費
者
に
は
「
選
択
の
自
由
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
民
主
主
義
と
底
通
し
て
い
る
。

自
由
主
義
経
済
の
発
展
な
く
し
て
民
主
主
義
の
発
展
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
民
主
化
と
は
権
力
の
下
方
移
譲
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
分
配
の
権
限
を
「
個
人
の
選
択
の
自
由
」
に
任
せ
る
こ
と
ほ
ど
民
主
的
な
方
法
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
後
、
経
済
学
は
数
理
的
な
精
緻
さ
を
追
及
し
、
規
範
的
思
考
を
排
除
し
て
き
た
。
社
会
の
厚
生
（W

elfare

）
を
追
求
し
よ
う
と
し

た
「
厚
生
経
済
学
」
も
、
そ
の
限
界
は
効
用
主
義
を
で
な
い
こ
と
で
あ
る
）
9
（

。
近
年
は
、
人
間
が
利
己
心
に
基
づ
く
経
済
人
で
あ
る
と
い
う
、

人
間
の
あ
る
側
面
を
純
化
し
た
仮
説
は
、
人
間
は
経
済
人
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
行
動
規
範
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
）
10
（

。

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速
に
進
行
し
、
経
済
競
争
が
激
化
す
る
中
で
、
こ
の
傾
向
は
加
速
さ
れ
て
い
る
。

家
族
機
能
の
縮
小

家
族
の
機
能
は
、
①
生
産
・
労
働
機
能
、
②
再
生
産
機
能
）
11
（

、
③
養
育
・
教
育
機
能
、
④
扶
助
機
能
）
12
（

で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
伝
統
的

社
会
（
例
え
ば
農
業
社
会
）
で
は
、
家
族
が
生
産
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
れ
ま
で
家
族
内
で
行
っ
て
き
た
生
活

必
需
品
、
衣
食
住
な
ど
を
生
産
す
る
機
能
の
多
く
が
、
家
族
の
外
に
出
て
行
っ
た
。
こ
れ
は
家
族
の
機
能
の
「
外
部
化
」
で
あ
る
。
住
宅
を

自
分
で
建
て
る
こ
と
は
は
る
か
昔
に
な
く
な
っ
た
が
、
衣
の
外
部
化
は
近
年
急
速
に
進
み
、
今
や
食
の
外
部
化
が
進
行
中
で
あ
る
。
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工
業
製
品
と
し
て
生
産
さ
れ
る
一
般
消
費
財
は
、
そ
の
質
が
良
く
、
生
産
の
効
率
が
高
い
た
め
、
人
々
の
消
費
生
活
の
質
は
向
上
し
、
豊

か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
生
活
に
必
要
な
諸
々
の
財
が
、
非
貨
幣
的
な
交
換
で
あ
る
「
社
会
的
交
換
」
か
ら
、
市
場
で
貨
幣
に
よ
る
売

買
で
あ
る
「
経
済
的
交
換
」
へ
の
変
化
で
あ
る
。

経
済
的
交
換
の
拡
大
は
、
人
々
の
生
活
に
お
け
る
市
場
の
役
割
の
増
大
を
意
味
す
る
。
社
会
的
交
換
で
は
交
換
さ
れ
る
量
は
明
確
で
は
な

い
が
、
経
済
的
交
換
は
貨
幣
を
介
す
る
交
換
で
あ
る
か
ら
明
示
的
で
、
厳
密
に
行
わ
れ
る
。
社
会
的
交
換
が
経
済
的
交
換
に
移
行
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
々
の
関
係
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
人
々
の
絆
は
弱
ま
り
、
助
け
合
い
も
少
な
く
な
っ
た
。

扶
助
と
は
種
々
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
で
あ
る
。
伝
統
的
社
会
に
お
い
て
は
、
生
命
に
対
す
る
多
く
の
リ
ス
ク
が
存
在
し
た
が
、
そ
れ
ら
に

対
す
る
対
応
も
基
本
的
に
は
家
族
単
位
で
行
わ
れ
て
き
た
。

飢
饉
に
襲
わ
れ
れ
ば
家
族
全
員
が
乏
し
い
食
物
を
分
け
合
い
、
共
に
飢
え
た
。
豊
作
を
与
え
ら
れ
れ
ば
共
に
超
越
の
力
の
恵
に
感
謝
し

た
。
狩
に
出
か
け
て
も
獲
物
が
獲
れ
な
れ
ば
家
族
が
忍
耐
を
強
い
ら
れ
た
が
、
獲
物
が
獲
れ
れ
ば
家
族
が
全
員
で
豊
か
な
食
卓
を
囲
む
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
高
齢
に
な
っ
て
労
働
が
で
き
な
く
な
れ
ば
、
耕
作
の
労
働
は
子
供
に
ゆ
だ
ね
、
老
人
は
孫
の
子
守
や
食
事
の
準
備
に

回
っ
た
の
で
、
失
業
は
な
か
っ
た
。
種
々
の
リ
ス
ク
や
困
難
と
闘
う
た
め
に
、
家
族
は
団
結
し
て
助
け
合
っ
た
。

産
業
化
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
・
労
働
機
能
は
家
庭
か
ら
工
場
へ
移
り
、
そ
の
結
果
若
者
を
労
働
者
と
し
て
都
市
に
集
中
さ

せ
、
老
人
は
地
方
に
残
さ
れ
た
。
特
に
わ
が
国
で
は
、
こ
の
人
口
の
社
会
移
動
が
急
速
に
進
ん
だ
た
め
、
都
市
問
題
と
過
疎
化
の
問
題
が
同

時
に
起
こ
り
、
社
会
問
題
と
な
っ
た
。

都
市
化
は
家
族
の
核
家
族
化
を
促
進
し
た
。
家
族
内
の
世
代
間
の
助
け
合
い
機
能
は
低
下
し
た
。
そ
の
救
済
の
役
割
が
政
府
に
期
待
さ
れ

た
。
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
た
工
業
化
社
会
は
、
終
身
雇
用
制
の
も
と
で
「
夫
が
働
き
妻
は
専
業
主
婦
」
と
い
う
「
典
型
的
家
族
像
」
を
定
着

さ
せ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
失
業
の
よ
う
な
新
た
な
リ
ス
ク
を
生
み
出
し
た
。
市
場
化
は
家
族
を
含
む
社
会
構
造
を
変
化
さ
せ
、
扶
助
の
あ

り
方
を
大
き
く
変
え
て
き
た
。
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167 教会の公共性̶̶ 社会保障制度改革を通して

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
縮
小

地
域
社
会
は
家
族
の
機
能
を
補
い
、
お
互
い
に
助
け
合
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
農
村
の
「
結
い
」、
茅
葺
屋
根
の
葺
き
替
え
の
共
同
作
業

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
農
村
に
お
い
て
も
農
業
の
機
械
化
は
共
同
作
業
の
必
要
性
を
縮
小
さ
せ
た
。
自
動
車
の
普
及
は
、
地
元
の
商
店
街
で
の
買
い
物

を
郊
外
の
ス
ー
パ
ー
や
量
販
店
へ
と
変
え
た
。
ま
た
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
代
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
機
能
も
縮
小
し
て
行
っ
た
。

女
性
の
社
会
進
出
と
少
子
化

女
性
の
社
会
進
出
に
よ
っ
て
、
核
家
族
は
さ
ら
に
「
個
人
」
へ
分
解
の
道
を
た
ど
っ
て
い
る
。
家
族
の
扶
助
の
機
能
は
さ
ら
に
弱
ま
り
つ

つ
あ
り
、
高
齢
者
だ
け
で
な
く
、
子
供
の
養
育
も
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
。

女
性
の
社
会
進
出
は
世
界
的
な
傾
向
で
あ
る
。
女
性
も
社
会
で
活
動
す
る
こ
と
に
よ
る
自
己
実
現
）
13
（

に
向
か
い
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

傾
向
を
後
戻
り
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
社
会
基
盤
の
整
備
が
遅
れ
た
こ
と
か
ら
、
女
性
の
社
会

進
出
は
少
子
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

E
spin-A

ndersen

は
、
日
本
を
福
祉
国
家
と
し
て
は
分
類
し
か
ね
て
い
る
が
、
少
子
化
は
日
本
の
ほ
か
、
イ
タ
リ
ヤ
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
南
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欧
の
国
々
で
激
し
く
、
こ
れ
ら
の
国
々
で
は
基
本
的
に
は
「
家
族
主
義
」
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
儒
教
は
同
様
の
影
響
を
示

し
て
い
る
と
い
う
）
14
（

。

確
か
に
、
日
本
は
家
族
主
義
を
払
拭
で
き
て
お
ら
ず
、
介
護
保
険
の
導
入
に
あ
た
っ
て
も
「
日
本
の
美
風
」
を
守
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る

政
治
家
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
家
族
主
義
は
社
会
進
出
を
望
む
女
性
の
環
境
整
備
を
せ
ず
家
庭
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
の
で
）
15
（

、
家
庭
内

の
女
性
の
負
担
を
増
や
す
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
家
族
主
義
は
少
子
化
に
つ
な
が
り
、
将
来
の
社
会
の
扶
助
を
支
え
る
社
会
的
基

盤
で
あ
る
「
次
世
代
の
育
成
」
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
保
障
の
整
備
の
遅
れ
）
16
（

が
、
さ
ら
に
社
会
的
基
盤
そ
の
も
の
を
弱
め
つ
つ

あ
る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
で
あ
る
）
17
（

。

わ
が
国
の
女
性
の
労
働
環
境
整
備
は
遅
れ
て
い
る
。
日
本
政
府
も
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
対
策
を
始
め
た
。
二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら
「
次
世

代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」
に
基
づ
く
「
一
般
事
業
主
行
動
計
画
」
の
届
出
義
務
が
開
始
）
18
（

さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
保
育
と
幼

稚
園
の
総
合
化
が
推
進
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
）
19
（

。

女
子
の
労
働
力
化
は
、
扶
助
機
能
か
ら
見
れ
ば
そ
の
機
能
を
縮
小
さ
せ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
富
永
は
こ
の
家
族
の
助
け
合
い
機
能

の
低
下
を
「
家
族
の
失
敗
）
20
（

」
と
呼
ん
だ
。
扶
助
に
お
い
て
家
族
が
失
敗
し
、
市
場
が
失
敗
す
る
の
で
、
政
府
が
助
け
手
と
し
て
呼
び
込
ま
れ

る
事
に
な
る
。

し
か
し
、
一
方
政
府
は
小
さ
な
政
府
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
）
21
（

。
経
済
単
位
で
考
え
る
と
、
経
済
的
な
リ
ス
ク
は
家
族
、
政
府
、

民
間
企
業
に
よ
り
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
と
家
族
の
変
貌
に
よ
り
、
家
族
機
能
が
縮
小
し
、
国
家
も
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

り
、
そ
こ
に
中
間
的
な
領
域
が
広
が
っ
た
。
純
粋
の
市
場
で
は
な
い
、
い
わ
ゆ
る
準
市
場
（quasi-m

arket

）
と
呼
ば
れ
る
場
の
拡
大
で
あ

る
。準

市
場
の
特
徴
は
）
22
（

、
競
争
が
存
在
は
す
る
が
、
経
営
主
体
は
必
ず
し
も
営
利
を
目
的
と
は
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
、
経
営
主
体
が
多
様

で
あ
る
、
政
府
の
介
入
が
あ
る
、
な
ど
で
あ
る
。
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扶
助
の
方
法
――
リ
ス
ク
へ
の
対
応
の
仕
方

扶
助
は
様
々
な
リ
ス
ク
へ
の
対
応
で
あ
る
。
我
々
の
社
会
は
様
々
な
リ
ス
ク
に
、
種
々
の
対
応
策
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。

リ
ス
ク
へ
の
対
応
は
、
自
助
・
互
助
・
公
助
と
い
う
分
け
方
が
あ
る
。
自
助
は
私
的
な
対
応
で
あ
る
。
互
助
は
保
険
制
度
、
公
助
は
生
活

保
護
な
ど
が
典
型
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
法
に
基
づ
く
制
度
で
あ
る
か
ら
、「
私
」
で
は
な
く
、「
公
」
的
な
対
応
で
あ
る
。
現
代
社
会

に
お
け
る
リ
ス
ク
へ
の
対
応
は
、
リ
ス
ク
の
種
類
に
よ
っ
て
も
変
わ
る
が
、
国
々
に
よ
っ
て
、
人
々
の
考
え
方
や
価
値
観
に
よ
っ
て
も
変
わ

る
。例

え
ば
、
失
業
や
定
年
の
問
題
は
、
産
業
化
と
核
家
族
化
に
と
も
な
い
、
新
た
に
出
現
し
た
リ
ス
ク
で
あ
る
。
突
然
、
失
業
す
れ
ば
貧
困

に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
定
年
を
迎
え
れ
ば
、
働
く
場
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
失
業
や
老
齢
に
よ
る
所
得
の
喪
失
に
対
す
る
対
応

は
、
規
模
や
リ
ス
ク
の
大
き
さ
か
ら
民
間
で
は
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
政
府
主
導
に
よ
る
公
的
な
制
度
が
主
流
と
な
る
）
23
（

。

自
動
車
の
普
及
は
多
く
の
利
便
を
も
た
ら
し
た
が
、
一
方
交
通
事
故
が
多
発
し
た
。
事
故
の
被
害
者
は
運
転
者
だ
け
で
は
な
い
が
、
事
故

を
起
こ
し
た
運
転
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
故
の
リ
ス
ク
は
自
動
車
を
運
転
す
る
人
に
あ
る
。
保
険
は
、
人
が
危
険
嫌
い

（risk averse

）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
場
に
お
け
る
等
価
交
換
で
危
険
の
分
散
が
実
現
で
き
る
。

医
療
と
福
祉
、
即
ち
ケ
ア
の
領
域
は
そ
の
中
間
で
、
国
民
の
価
値
観
や
歴
史
的
背
景
に
よ
っ
て
異
な
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
始
ま
っ

た
イ
ギ
リ
ス
のN

ational H
ealth Service

と
い
う
行
政
サ
ー
ビ
ス
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
民
間
医
療
保
険
方
式
を
主
と
す
る
国
な
ど
、

多
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
種
々
の
改
革
の
努
力
が
行
わ
れ
て
き
た
。

ケ
ア
で
は
、
一
般
の
消
費
財
の
よ
う
に
、
手
放
し
で
市
場
に
任
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
市
場
は
失
敗
す
る
」
こ
と
が
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知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
不
平
等
に
対
し
て
寛
容
な
国
で
は
、
民
間
の
健
康
保
険
が
か
な
り
の
部
分
を
担
っ
て

い
る
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
国
民
の
七
人
に
一
人
が
健
康
保
険
を
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
医
療
費
の
高
騰
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。
イ
ギ
リ

ス
の
N
H
S
の
場
合
は
、
長
い
待
ち
行
列
に
象
徴
さ
れ
る
医
療
の
非
効
率
と
質
の
低
下
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。

わ
が
国
で
は
、
税
な
ど
よ
る
支
援
を
加
え
て
社
会
保
険
方
式
で
、
い
わ
ゆ
る
メ
リ
ッ
ト
財
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
）
24
（

。
し
か
し
、
項
目
別

出
来
高
払
い
方
式
と
、
機
能
し
な
い
市
場
が
機
能
す
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
府
に
よ
る
単
価
の
抑
制
の
た
め
医
療
施

設
は
経
営
難
に
あ
え
い
で
い
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
量
が
膨
大
に
な
り
、
質
と
効
率
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
）
25
（

。

E
spin-A

ndersen

は
、
福
祉
国
家
は
、
社
会
保
障
政
策
の
総
和
で
は
な
く
、
レ
ジ
ー
ム
の
問
題
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
容
易
に
は
変
え
ら

れ
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
欧
米
の
国
々
は
、
そ
の
発
展
の
経
緯
の
違
い
も
含
め
て
、
三
類
型
が
存
在
す
る
と
し
た
）
26
（

。

し
か
し
、
む
し
ろ
政
権
交
代
の
あ
る
国
に
お
い
て
は
、
医
療
と
福
祉
（
ケ
ア
）
に
対
す
る
政
策
は
、
政
権
が
異
な
る
と
変
化
す
る
と
見
る

べ
き
だ
ろ
う
。
新
自
由
主
義
ま
で
の
ケ
ア
領
域
の
制
度
改
革
は
、
基
本
的
に
は
、
市
場
が
機
能
し
な
い
の
な
ら
機
能
す
る
よ
う
に
工
夫
す
れ

ば
良
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
広
い
意
味
で
のM

anaged com
petitio

）
27
（n

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

新
自
由
主
義
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
後
、
社
会
民
主
主
義
のB

lair

政
権
が
誕
生
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
社
会
保
障
政
策
は
大
き
く
変

化
し
た
）
28
（

。
い
わ
ゆ
るsocial policy

の
領
域
で
は
、
人
間
観
に
よ
っ
て
極
め
て
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
た
）
29
（

。
改
革
の
基
本
的

な
考
え
方
は
、
市
場
化
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
設
計
へ
と
変
化
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
の
評
価
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
）
30
（

。

別
な
側
面
と
し
て
は
、
社
会
保
障
政
策
は
い
わ
ゆ
るB

lair

氏
率
い
る
新
労
働
党
に
よ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
選
挙
に
お
い
て
は
大
き
な
争
点

と
な
り
、
政
治
も
生
活
政
治
が
重
要
に
な
っ
た
と
い
う
）
31
（

。
そ
の
結
果
、
政
府
に
よ
る
公
的
な
力
が
直
接
家
庭
や
私
的
な
領
域
に
入
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
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福
祉
国
家
と
し
て
の
日
本

わ
が
国
の
ケ
ア
制
度
の
特
徴
は
、
法
制
度
的
に
は
ド
イ
ツ
に
近
く
、
父
権
主
義
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
レ
ジ
ー
ム
を
見
れ
ば
、
極
端
な

「
行
政
国
家
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
32
（

。

ま
た
、
日
本
で
は
医
療
が
私
的
な
領
域
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
は
敗
戦
国
で
、
社
会
保

障
制
度
の
充
実
は
遅
れ
、
民
間
に
大
き
く
依
存
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
社
会
福
祉
法
人
、
医
療
法
人
の
医
療
施
設
）
33
（

な
ど
が
サ
ー
ビ
ス
の
多
く

を
担
っ
て
き
た
。
従
っ
て
、
政
府
支
出
に
占
め
る
社
会
保
障
費
用
は
少
な
か
っ
た
）
34
（

。

そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
近
年
の
福
祉
事
業
は
、「
選
別
主
義
」
か
ら
「
普
遍
主
義
」
へ
と
大
き
く
舵
が
き
ら
れ
た
。
即
ち
、
措
置

制
度
を
中
心
と
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
提
供
か
ら
、
利
用
者
が
市
場
で
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
制
度
へ
の
変
更
で
あ
る
。
例
え
ば
、

介
護
保
険
が
そ
の
典
型
例
と
な
っ
た
。
同
制
度
は
、
細
部
に
お
い
て
は
異
な
る
も
の
の
、
基
本
的
な
考
え
方
は
医
療
保
険
制
度
と
同
じ
で
あ

る
。
ケ
ア
を
購
入
す
る
場
合
は
契
約
を
取
り
交
わ
す
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ
で
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
効
率
が
確
保
で
き
る
か
が
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

介
護
保
険
制
度
の
研
究
課
題
――
ミ
ク
ロ
な
視
点
の
重
要
性

わ
が
国
で
二
〇
〇
〇
年
に
発
足
し
た
介
護
保
険
制
度
は
普
遍
主
義
に
基
づ
く
制
度
の
典
型
で
あ
る
。
本
制
度
は
高
齢
者
の
「
介
護
の
社
会
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化
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
消
極
的
な
表
現
を
す
れ
ば
、
ケ
ア
に
お
け
る
家
族
の
機
能
が
低
下
し
、
政
府
が
後
退
す
れ
ば
、

そ
の
機
能
を
市
場
に
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ケ
ア
に
お
い
て
は
情
報
の
非
対
称
が
あ
り
、
市
場
は
失
敗
す

る
。ま

ず
、
ケ
ア
の
提
供
は
、
市
場
モ
デ
ル
が
当
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
患
者
あ
る
い
は
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
到
達
す
る
ま
で
の
こ

と
で
あ
る
。
実
際
に
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
か
は
、
そ
の
後
に
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
面
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
と
見
る

な
ら
ば
、
一
対
一
の
相
対
取
引
で
あ
る
。
市
場
モ
デ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
相
対
取
引
の
モ
デ
ル
は
古
く
は
代
理
人
理
論
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

こ
の
領
域
の
経
済
学
的
研
究
は
進
歩
し
つ
つ
あ
り
、
近
年
は
一
般
に
「
不
完
備
契
約
」
の
問
題
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
35
（

。

一
般
の
消
費
財
と
異
な
り
、
ケ
ア
に
つ
い
て
の
契
約
は
典
型
的
な
不
完
備
契
約
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
組

織
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
設
計
を
通
し
て
、
出
来
る
だ
け
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
防
止
し
、
契
約
の
目
的
を
履
行
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
特
に
、
ケ
ア
の
質
と
効
率
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
情
報
の
非
対
称
の
下
で
の
サ
ー
ビ
ス
契
約
で
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
完
全
に
は
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
契
約
は
心
の
側
面
ま

で
拘
束
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
世
界
の
先
進
国
に
お
け
る
ケ
ア
の
制
度
改
革
は
、
具
体
的
に
は
こ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
い
か
に
設
計
す
る
か
、
即
ち
、
計
画
す
る
か
で
あ
る
。
現
在
、
世
界
的
に
は
多
く
の
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
）
36
（

。

こ
の
考
え
方
に
基
づ
く
政
策
、
つ
ま
り
計
画
に
は
、
人
間
性
に
つ
い
て
の
多
く
の
仮
定
が
存
在
す
る
。
そ
の
仮
定
が
間
違
っ
て
い
れ
ば
、

現
実
の
結
果
は
、
計
画
の
意
図
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
。
こ
れ
を
合
理
性
の
誤
り
（rationality m

istak

）
37
（e

）
と
よ
ぶ
。
従
っ
て
、
政
策

に
お
い
て
は
評
価
研
究
が
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
実
証
研
究
が
重
要
と
な
る
。

わ
が
国
の
介
護
保
険
制
度
は
普
遍
主
義
に
基
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
大
き
な
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
制
度
に
お
い
て
は
、
情
報
の
非

対
称
を
解
決
す
る
た
め
に
、
介
護
支
援
専
門
員
（
通
称
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
）
と
い
う
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ケ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
は
介
護
事
業
者
に
所
属
す
る
も
の
が
多
く
、
利
用
者
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
そ
の
立
場
性
に
問
題
が
あ
る
）
38
（

。
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ま
た
、
困
難
事
例
な
ど
の
場
合
に
は
、
高
度
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
の
能
力
を
必
要
と
さ
れ
る
が
、
現
状
の
人
材
確
保
や
研
修
制
度
で
は
不

十
分
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
に
は
極
め
て
困
難
な
基
本
的
な
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
は
、
需
要
と
ニ
ー
ド
間
の
相
克
で
あ
る
。
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
に
お
け
る
購
入
は
「
需
要
」
に
基
づ
く
。
利
用
者
が
一
定
額
限
度

内
で
利
用
し
た
い
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ケ
ア
の
専
門
家
は
、
患
者
や
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
ケ
ア
の
ニ
ー
ド
を
評
価

し
、
そ
の
ニ
ー
ド
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
。

医
療
の
場
合
に
は
医
学
、
看
護
学
が
そ
の
学
問
体
系
と
な
っ
て
い
て
、
診
断
し
治
療
法
を
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
患
者
が
ほ
し
い
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
ニ
ー
ド
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
シ
ス
テ
ム
は
専
門
家
支
配
と
な
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
批

判
が
あ
る
）
39
（

。
ま
た
、
医
療
の
場
合
に
は
、
介
護
保
険
に
お
け
る
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
の
よ
う
な
代
理
人
は
居
ら
ず
、
直
接
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に

接
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
特
に
そ
の
傾
向
は
強
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

介
護
に
お
い
て
は
こ
の
ニ
ー
ド
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
と
、
個
人
の
需
要
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
原
理
的
な
矛
盾
を
ど
う
コ
ン
プ
ロ
マ

イ
ズ
す
る
の
か
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
が
抱
え
る
基
本
的
な
困
難
で
あ
る
。

第
二
の
困
難
は
、
目
標
の
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
医
療
よ
り
も
介
護
の
方
が
困
難
な
面
も
あ
る
。
介
護
計
画
を
た
て
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
の
行
政
か
ら
の
強
い
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
介
護
の
目
的
は
生
活
支
援
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
た
い
か
は
、
こ

れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
き
た
の
か
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
い
の
か
に
よ
っ
て
、
個
人
ご
と
に
大
い
に
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
い
わ
ば
私
的
な
事
柄
で
あ
り
、
客
観
的
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
介
護
支
援
者
は
そ
れ
を
定
め
る
こ
と
を
求
め
ら
れ

て
い
る
。
利
用
者
の
、
あ
る
い
は
介
護
支
援
者
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
抑
制
で
き
る
か
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
て
い

る
。さ

ら
に
、
介
護
の
目
標
が
自
立
支
援
で
あ
る
な
ら
ば
、
し
て
ほ
し
い
こ
と
を
全
て
す
る
の
で
は
か
え
っ
て
自
立
を
遅
ら
せ
る
可
能
性
が
あ
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る
。
し
か
し
、
家
族
で
な
い
も
の
が
、
利
用
者
に
あ
る
意
味
で
は
「
サ
ー
ビ
ス
を
し
な
い
」
こ
と
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
は
利
用
者
に

は
不
満
感
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
を
し
な
い
こ
と
が
、
本
当
に
思
い
や
り
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
利
用
者
に
受
け
入
れ

て
も
ら
わ
な
い
か
ぎ
り
、
利
用
者
の
不
満
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

介
護
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
福
祉
関
係
者
の
間
に
は
、
医
療
は
と
も
か
く
福
祉
の
市
場
化
に
は
反
対
で
あ
る
と
の
嫌

悪
感
を
示
す
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
情
報
の
非
対
称
の
程
度
は
、
医
療
に
お
け
る
医
師
・
患
者
間
の
そ
れ
よ
り
も
、
例
え
ば
介
護
に
お

け
る
介
護
者
と
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
間
の
方
が
は
る
か
に
小
さ
い
。
利
用
者
は
介
護
者
の
評
価
を
事
前
的
に
は
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
事

後
的
に
は
か
な
り
評
価
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
医
療
よ
り
も
介
護
の
方
が
市
場
化
に
適
し
て
い
る
。

現
在
、
利
用
者
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
通
称
ヘ
ル
パ
ー
や
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
に
対
す
る
評
価
能
力
は
次
第
に
向
上
し
て
、
そ
の
評
価

も
厳
し
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
利
用
者
、
あ
る
い
は
家
族
が
自
ら
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
運
動
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
）
40
（

。
こ
の
事
実
は
、
能
力

の
あ
る
人
々
に
つ
い
て
は
、
需
要
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
が
、
市
場
を
機
能
さ
せ
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
向
上
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

情
報
の
非
対
称
は
介
護
よ
り
も
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
医
療
制
度
に
お
い
て
は
、
患
者
の
完
全
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
少

な
く
と
も
制
度
的
に
は
存
在
し
な
い
）
41
（

。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
介
護
保
険
制
度
は
医
療
制
度
よ
り
も
進
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
医
療
の
専
門
家
の
間
に
は
、
患
者
を
単

に
病
気
（disease

）
を
診
療
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
病
む
（ill

）
人
と
し
て
全
人
的
に
捕
ら
え
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

反
省
が
進
ん
で
い
る
）
42
（

。
つ
ま
り
、
医
療
提
供
者
が
患
者
の
完
全
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
な
ろ
う
と
い
う
努
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
て
の
医
療

の
場
面
で
実
行
さ
れ
て
い
る
保
証
は
な
い
。

ケ
ア
の
提
供
を
市
場
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
商
品
で
な
い
も
の
を
商
品
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
来
る
矛
盾
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
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扶
助
に
お
け
る
利
他
の
必
要
性

扶
助
を
自
助
、
互
助
、
公
助
分
け
る
と
、
自
助
は
利
己
心
で
も
対
応
で
き
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
動
車
の
任

意
保
険
や
生
命
保
険
は
利
己
心
に
依
存
し
て
も
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
維
持
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
は
存
在
す

る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
こ
で
も
倫
理
感
は
必
要
な
の
で
あ
る
。
保
険
制
度
に
お
い
て
は
、
種
々
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
御
の
方
法
が
考
案
さ

れ
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
）
43
（

。

互
助
、
公
助
の
シ
ス
テ
ム
の
維
持
は
、
ま
さ
に
広
く
市
民
の
相
互
扶
助
の
精
神
、
つ
ま
り
自
分
が
損
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
他
者
を
助

け
る
と
い
う
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
例
え
ば
、
公
的
年
金
の
積
立
金
が
減
少
す
る
と
、
純
粋
な
賦
課
方
式
に
な
り
、
そ
れ
は

後
の
世
代
が
前
世
代
を
扶
助
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
年
金
制
度
も
次
第
に
互
助
か
ら
自
助
の
方
向
へ
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
即

ち
、
公
的
年
金
の
特
徴
は
将
来
の
給
付
レ
ベ
ル
を
約
束
す
る
と
い
う
確
定
給
付
型
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
給
付
額
を
約
束
し
な
い
と
い

う
確
定
拠
出
型
、
あ
る
い
は
個
人
の
貯
蓄
の
よ
う
に
、
自
分
で
貯
蓄
し
て
運
用
す
る
個
人
年
金
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
言
葉
を
変
え
れ
ば
、

年
金
制
度
に
お
い
て
も
、
公
共
的
な
も
の
が
縮
小
し
、
私
的
な
も
の
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。

生
き
が
い
の
個
人
主
義
化

助
け
合
い
の
縮
小
の
背
景
に
は
、
現
在
の
個
人
主
義
化
の
傾
向
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
井
弘
道
は
）
44
（

、
近
年
は
生
き
が
い
の
個
人
主
義
化
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が
進
行
し
つ
つ
あ
る
と
し
て
、
そ
の
傾
向
性
を
「
自
己
実
現
的
個
人
主
義
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
「
自
分
自
身
の
独
自
性
に
対
す
る
誇
り
に

充
ち
た
信
念
を
重
視
す
る
人
間
」
を
登
場
さ
せ
る
が
、
容
易
に
「
欲
望
自
然
主
義
」
に
陥
り
、「
自
立
し
た
市
民
」
に
育
た
な
い
可
能
性
が

あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

自
我
の
自
由
で
無
規
律
な
拡
大
は
、
必
ず
し
も
公
共
空
間
を
広
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
利
己
的
な
市
民
が
公
共
空
間
の
大
き
な

部
分
を
占
拠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
電
車
の
車
内
と
い
う
明
ら
か
に
公
共
の
空
間
も
、
ど
う
考
え
て
も
言
論
の
自
由
の
た
め

に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
範
囲
を
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
印
刷
物
が
占
拠
し
て
い
る
。

「
自
立
し
た
市
民
」
は
、
他
者
と
無
関
係
に
、
他
者
の
支
援
を
必
要
と
せ
ず
、
独
立
し
て
存
在
し
う
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

よ
り
積
極
的
に
、
人
々
は
助
け
合
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
相
互
依
存
性
を
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
市
民
で
あ
る
。

公
共
性
と
は
、
自
分
あ
る
い
は
「
私
」
に
対
し
て
自
分
以
外
の
他
者
を
思
い
や
る
心
に
原
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
公
共
性
の

概
念
に
は
、
色
々
な
種
類
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
。「
私
」
の
外
側
に
ど
れ
だ
け
他
者
と
の
共
感
の
空
間
を
広
げ
ら
れ
る
か
で
あ
る
。

種
々
の
公
共
空
間

物
理
的
な
公
共
空
間
と
し
て
は
、
例
え
ば
公
園
が
あ
る
。
経
済
学
的
に
は
典
型
的
な
公
共
財
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
私
が
訪
れ
た

あ
る
ス
ラ
ム
街
で
は
、
家
の
中
が
汚
い
か
と
い
う
と
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
家
の
中
は
き
れ
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
の
周
り
は
ゴ
ミ
箱
に

な
っ
て
い
る
。
開
発
途
上
の
地
域
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
川
の
ほ
と
り
は
ト
イ
レ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
あ
る
川
の
ほ
と
り
の
公
園
に
は
、
塵
一
つ
落
ち
て
い
な
か
っ
た
。
人
々
の
心
の
中
で
、
公
共
空
間
が
ど
こ
ま
で

広
が
っ
て
い
る
か
の
問
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
私
的
な
空
間
と
考
え
る
人
が
多
く
現
れ
れ
ば
、
容
易
に
ゴ
ミ
捨
て
場
と
な
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り
、
犬
の
ト
イ
レ
ッ
ト
と
も
な
る
。

色
々
な
意
味
で
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
環
境
や
共
有
地
は
明
ら
か
に
公
共
の
空
間
で
あ
る
が
、
利
己
心
の
対
象
と
す
れ
ば
い
わ
ゆ
る

「
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
）
45
（

」
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
概
念
が
あ
り
、
こ
れ
は
地
域
社
会
と
訳
さ
せ
る
。
こ
れ
も
公
共
的
な
空
間
を
含
ん
で
い
る
が
、
よ
り
抽
象
的
で
あ

る
。
物
理
的
な
大
き
さ
は
ま
ち
ま
ち
で
、
団
地
・
商
店
会
か
ら
E
C
ま
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
名
で
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
、
つ
な
が
り
を

も
っ
て
生
活
し
て
い
る
人
々
の
集
団
を
意
味
し
、
そ
こ
に
は
秩
序
が
あ
り
、
生
き
い
き
と
し
た
自
律
的
な
個
人
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

ペ
ス
ト
フ
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
る
場
合
に
は
、
社
会
セ
ク
タ
ー
を
分
類
し
て
、
非
営
利
、
非
公
式
、
民
間
の
領
域
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

と
呼
び
、
そ
の
重
要
性
を
主
張
し
た
）
46
（

。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
に
も
公
共
と
私
の
領
域
が
存
在
す
る
。
わ
が
国
で
ケ
ア
の
仕
組
み
を

考
え
て
い
く
場
合
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
市
町
村
か
そ
れ
以
下
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
個
人
・
家
族
の
ほ

か
に
営
利
・
非
営
利
な
ど
各
種
の
団
体
が
存
在
す
る
。

ど
の
レ
ベ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
も
、
い
か
に
し
て
ケ
ア
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
か
と
い
う
視
点
で
考
え
る
と
、
全
て
の
ア
ク

タ
ー
に
は
、
利
己
的
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
利
他
的
な
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
。
個
人
を
と
っ
て
も
、
あ
る
と
き
は
利
他
的

に
振
舞
う
が
、
別
な
瞬
間
に
は
利
己
的
に
振
舞
う
。
ケ
ア
の
提
供
者
に
も
、
利
用
者
に
も
、
多
様
な
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
が
現
れ
る
。

あ
る
事
柄
が
公
共
性
を
獲
得
す
る
に
は
社
会
の
合
意
が
そ
の
前
提
に
あ
り
、
合
意
形
成
に
はcom

m
unication

が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
社
会
を
一
定
の
方
向
へ
導
こ
う
と
す
る
場
合
も
合
意
を
得
る
活
動
は
重
要
で
あ
る
）
47
（

。

し
か
し
、
扶
助
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
立
場
に
た
つ
と
、Ignatieff 
が
言
う
よ
う
に
、
共
感
を
ど
こ
ま
で
広
げ
ら
れ
る
か
が
、
扶
助
の
範

囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
ら
れ
る
か
を
決
定
付
け
る
と
い
う
主
張
）
48
（

は
納
得
が
い
く
。
例
え
ば
、
E
U
を
イ
ス
ラ
ム
圏
の
国
ま
で
入
れ
る
こ
と
に

は
抵
抗
が
あ
る
よ
う
だ
。
E
U
加
盟
国
の
人
々
の
共
感
が
そ
こ
ま
で
は
広
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
E
U
は
経
済
領
域
で
は
進
ん
で
い
る
が
、
第
三
領
域
の
社
会
保
障
の
領
域
は
必
ず
し
も
急
速
に
は
進
ん
で
い
な
い
。
社
会
保
障
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は
、
例
え
ば
年
金
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
人
々
の
既
得
権
だ
か
ら
で
あ
る
。

国
家
は
完
成
度
の
高
い
支
配
形
態
で
あ
り
、
ま
さ
に
公
共
的
な
存
在
そ
の
も
の
だ
が
、
国
際
社
会
に
お
い
て
は
国
家
エ
ゴ
が
問
題
に
な

る
。
そ
の
時
、
国
は
利
己
の
組
織
、
つ
ま
り
拡
大
さ
れ
た
「
私
」
の
と
し
て
振
舞
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
公
共
的
で
あ
る
か
ど
う
か

は
議
論
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
）
49
（

。
あ
る
こ
と
が
私
的
で
あ
る
か
公
共
的
で
あ
る
か
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
変
わ
る
と
い
う
の
で
は
曖
昧

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
個
人
あ
る
い
は
集
団
が
、
利
己
的
な
動
機
で
振
舞
う
と
き
に
は
、
そ
の
人
々
は
公
共
の
領
域
に
は
い
な
い
。
人
々
は
、

利
他
的
に
振
舞
う
と
き
に
は
、
公
共
の
領
域
に
居
り
、
そ
の
領
域
を
認
識
し
、
そ
こ
に
価
値
を
見
出
す
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
利
他
が
公
共
性
の
原
点
で
あ
る
。

ケ
ア
に
お
け
る
利
他
・
倫
理
の
必
要
性

人
々
は
自
助
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
他
者
に
よ
る
ケ
ア
が
必
要
に
な
る
。
家
族
の
ケ
ア
機
能
が
低
下
し
、
政
府
が
後
退
す
る
中

で
、
ケ
ア
を
市
場
で
提
供
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
た
。
ケ
ア
を
市
場
に
よ
っ
て
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
利
他
的
行
為
を
利
己

的
動
機
で
行
お
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ケ
ア
を
市
場
で
売
買
す
る
た
め
に
は
、
契
約
を
取
り
交
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
契
約
は
典
型
的
な
「
不
完
備
契
約
」
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
心
の
問
題
ま
で
は
契
約
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
契
約
が
不
完
備
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
モ
ラ
ル

ハ
ザ
ー
ド
は
制
御
が
し
に
く
く
な
る
。
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
よ
る
制
御
（incentive constraint

）

を
設
計
し
よ
う
が
、
最
終
的
に
は
ケ
ア
提
供
者
の
倫
理
感
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

医
師
は
昔
か
ら
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
時
代
か
ら
、
そ
し
て
わ
が
国
に
お
い
て
は
各
地
方
医
師
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会
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
倫
理
要
綱
を
定
め
て
い
る
。
医
師
の
守
る
べ
き
倫
理
は
、
医
師
と
い
う
極
め
て
ギ
ル
ド
的
な
小
集
団
の
中
で

の
教
育
と
訓
練
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
、
支
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
医
師
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
倫
理
的

に
許
さ
れ
る
範
囲
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
は
き
わ
め
て
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
医
療
費
高
騰
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
）
50
（

。

利
他
が
公
共
性
の
原
点
で
あ
る
な
ら
ば
、
質
の
高
い
公
共
空
間
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
そ
し
て
助
け
合
う
人
々
の
住
む
共
同
体
を
作
る
た

め
に
は
、
人
々
の
利
他
的
側
面
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
中
心
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
し
、
国
家
間
の
経
済
競
争
が
激
化
す
る

中
で
、
人
間
は
経
済
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
行
動
規
範
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
一
方
自
己
実
現
個
人
主
義
が
基
本
的
価
値
観
を
形
成
す
る
中

で
、
人
々
か
ら
利
他
性
、
不
満
の
解
消
と
し
て
の
社
会
運
動
な
ど
で
は
な
い
、
真
の
公
共
性
を
導
出
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
と
な
り
つ
つ

あ
る
。

自
己
実
現
個
人
主
義
の
、
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
は
消
費
生
活
の
豊
か
さ
と
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
科
学
・
技
術
に
対
す
る
暗
黙
の
信
頼
が

あ
る
。
人
々
の
利
他
的
側
面
や
公
共
心
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
教
育
と
訓
練
が
必
要
で
あ
る
が
、
ア
ト
ム
化
し
た
家
族
は
そ

の
機
能
を
失
い
つ
つ
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
そ
の
機
能
を
失
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
近
年
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
重
要
性
は
主
張
さ
れ
て
い

る
が
、
現
実
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

教
会
の
公
共
性

教
会
は
、
人
類
の
困
難
な
時
代
に
扶
助
の
た
め
に
働
い
た
。
そ
の
後
、
国
家
が
福
祉
国
家
を
め
ざ
し
て
そ
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た

が
、
今
も
う
一
度
、
教
会
の
役
割
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
木
英
夫
は
、
共
同
体
の
倫
理
性
か
ら
み
て
、
世
界
は
教
会

に
な
り
た
が
っ
て
い
る
と
表
現
し
た
）
51
（

。
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キ
リ
ス
ト
教
は
愛
の
宗
教
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
積
極
的
に
は
「
汝
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
他
に
施
せ
」、
消
極
的
表
現
は
「
汝
の

欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
を
他
に
施
す
な
か
れ
」
が
黄
金
律
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
エ
ッ
チ
オ
ニ
ー
は
こ
れ
で
は
不
完
全
だ
と
い
う
）
52
（

。
な
ぜ

な
ら
、
自
己
の
欲
す
る
と
こ
ろ
と
い
え
ど
も
他
者
が
欲
す
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
自
己
の
欲
し
な
い
と
こ
ろ
で
も
、
他
者
は
欲
す
る
か
も
知

れ
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
不
完
全
さ
の
根
本
原
因
は
①
自
己
の
好
き
嫌
い
と
言
う
個
人
的
選
好
、
私
的
価
値
が
判
断
基
準
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
②
自
己
の
意
思
決
定
と
行
為
の
外
部
効
果
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
新
し
い
黄
金
律
は
「
あ
な
た
は
、
社

会
に
対
し
て
あ
な
た
の
自
律
を
尊
重
し
支
持
し
て
ほ
し
い
と
願
う
よ
う
に
、
社
会
の
同
等
な
秩
序
を
尊
重
し
支
持
し
な
さ
い
」
で
あ
る
と

い
う
。

我
々
の
社
会
で
真
の
意
味
で
の
利
他
を
教
え
、
訓
練
す
る
場
は
希
少
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
教
会
の
役
割
は
、
お
そ
ら
く
ス
ミ

ス
が
直
感
し
たsym

pathy,  

あ
る
い
は
「
世
の
塩
」
と
し
て
、
さ
ら
に
「
世
の
光
」、
つ
ま
り
利
他
の
象
徴
と
訓
練
の
場
と
し
て
の
役
割
で

あ
ろ
う
。

利
他
の
反
対
概
念
は
利
己
で
は
な
く
、
他
者
の
完
全
な
否
定
で
あ
る
。
自
分
の
利
益
に
反
す
る
他
者
を
憎
み
、
さ
ら
に
積
極
的
に
滅
ぼ
す

こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
現
代
の
科
学
・
技
術
を
生
み
出
し
た
人
間
の
知
性
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
知
性
は
憎
し

み
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
極
め
て
愚
か
と
い
う
し
か
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
の
原
点
は
聖
書
だ
が
、
そ
こ
か
ら
D
N
A
の
解
析
方
法
や
何
億
光
年
と
い
う
宇
宙
の
測
定
方
法
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
人

は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
こ
の
人
間
の
愚
か
さ
に
対
処
す
る
た
め
の
ま
さ
に
神
の
知
恵
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
長
く
他

国
に
蹂
躙
さ
れ
捕
囚
に
あ
っ
て
、
歴
史
の
中
で
自
国
を
持
っ
た
の
は
ほ
ん
の
三
〇
〇
年
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
は
誕
生
し

た
。
民
族
の
歴
史
を
顧
み
て
、
パ
ウ
ロ
は
イ
エ
ス
が
示
し
た
愛
こ
そ
が
、
自
国
を
救
う
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
を
変
え
る
と
確
信
し
、
ユ
ダ

ヤ
で
は
な
く
進
ん
で
異
邦
人
の
世
界
に
伝
道
し
た
。

現
代
社
会
に
お
い
て
、
教
会
の
公
共
性
は
強
引
な
キ
リ
ス
ト
教
化
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
社
会
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の
、
そ
し
て
世
界
の
構
築
に
と
っ
て
不
可
欠
な
基
本
原
理
で
あ
り
、「
そ
の
上
に
文
化
政
策
を
と
も
な
っ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
論
が
構
築
さ
れ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
深
井
智
朗
の
主
張
）
53
（

は
正
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

結
論

我
々
は
生
き
て
い
く
た
め
に
は
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
公
共
的
な
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
利
己
で
は
な
く

利
他
に
そ
の
原
点
が
あ
る
。

ま
す
ま
す
世
俗
化
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
ま
た
憎
し
み
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
横
行
す
る
未
完
成
な
世
界
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
会

は
、
利
他
の
原
理
を
教
え
、
実
践
の
力
を
与
え
る
希
少
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
地
の
塩
と
し
て
の
人
を
世
に
送
り
出
す
と
共
に
、
共
同
体
の

あ
る
べ
き
姿
の
象
徴
で
あ
る
。
教
会
は
ま
す
ま
す
公
共
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
注

＊ 

本
稿
は
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
日
、
聖
学
院
大
学
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
に
お
け
る
教
会
の
役
割
の
再
検
討
」
で
の
報
告
原

稿
を
改
編
し
た
も
の
で
あ
る
。
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（
1
） 

英
語
のC

are

の
形
容
詞
はcareful

で
あ
り
、「
注
意
深
い
」
の
意
味
で
あ
る
。
ケ
ア
は
他
者
を
助
け
る
行
為
だ
け
で
は
な
く
、
注
意
深
く
見
守

る
気
持
ち
を
強
く
含
ん
で
い
る
た
め
、
日
本
語
と
し
て
も
ケ
ア
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。C

are system

と
い
え
ば
、
具
体
的
に
はpersonal 

social service, 

具
体
的
に
は
医
療
と
福
祉
制
度
を
意
味
す
る
。

（
2
） 

そ
れ
に
対
し
て
、
東
洋
の
病
院
は
、
漢
方
の
影
響
で
医
師
の
家
か
ら
出
発
し
た
か
ら
、
民
間
の
活
動
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
は
今
で
も
受
け
継
が

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
医
療
施
設
が
薬
を
売
る
、
施
設
長
が
医
師
で
あ
る
、
な
ど
。
仏
教
に
は
曼
荼
羅
と
い
う
仏
の
行
政
組
織
が
あ
り
、
そ
の

中
で
薬
師
如
来
が
医
療
を
担
当
す
る
。
そ
こ
で
、
各
地
に
薬
師
寺
が
建
立
さ
れ
、
施
薬
等
の
社
会
的
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
以
降
廃

仏
毀
釈
の
た
め
そ
の
活
動
は
消
滅
し
た
。

（
3
） 

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
情
操
論
（
上
・
下
）』
米
林
富
男
訳
、
未
來
社
、
一
九
六
九
。

（
4
） 

原
文
に
は
「
神
の
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
が
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
「
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
」
の
運
命
の
絆
を
意
味
す
る
「
神
の
見
え

ざ
る
手
に
導
か
れ
て
」
を
引
用
し
た
の
で
、
一
般
に
は
そ
う
言
い
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
京
極
宣
高
（
一
九
九
五
）『
福
祉
の
経
済
思
想
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
五
頁
。

（
5
） Freedm

an

は
「
選
択
の
自
由
」
の
中
で
市
場
の
威
力
を
「
鉛
筆
の
話
」
を
用
い
て
雄
弁
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
計
画
経
済
の
困
難
性
を
示

し
て
い
る
。Freedm

an

（1980

）M
.  Free to C

hoose

（『
選
択
の
自
由
』
西
山
千
明
訳
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
〇
）.

（
6
） 

ス
ミ
ス
は
規
範
の
必
要
性
を
否
定
は
し
て
い
な
い
。
少
し
のsym

pathy

が
必
要
だ
と
し
た
。
し
か
し
、
救
貧
法
に
は
批
判
的
で
、
軍
隊
や
役
人

や
僧
侶
な
ど
の
非
生
産
的
階
級
を
減
ら
し
て
、
小
さ
な
政
府
を
支
持
し
た
と
い
う
。
京
極
高
宣
（
一
九
九
五
）
前
掲
書
。

（
7
） 

行
政
国
家
の
問
題
は
、
行
政
が
肥
大
化
す
る
と
い
わ
ゆ
る
圧
力
団
体
等
の
力
が
集
中
し
て
い
る
集
団
の
影
響
で
政
府
が
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
一
般
市
民
の
力
は
分
散
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
政
治
に
反
映
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
代
議
員
制
民
主
主
義
は
危
機
に
陥
る
。

（
8
） R

obert H
eilbroner, T

he W
orldly Philosophers, Penguin B

ooks
（1953, revised 7

th ed 2000

）（「
入
門
経
済
思
想
史
――
世
俗
の
思
想
家
た

ち
」
八
木
甫
ら
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
、
五
一
〇
―
一
一
頁
）.

（
9
） 

山
脇
直
司
、
第
三
章
「
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
厚
生
経
済
学
ま
で
」、『
経
済
の
倫
理
学
』、
丸
善
、
二
〇
〇
二
。

（
10
） 

神
野
直
彦
（
二
〇
〇
二
）｢

人
間
回
復
の
経
済
学｣

岩
波
新
書
、
神
野
直
彦
（
二
〇
〇
二
）「
地
域
再
生
の
経
済
学
――
豊
か
さ
を
問
い
直
す
」
中

公
新
書
、
神
野
直
彦
（
二
〇
〇
二
）「
財
政
学
」
有
斐
閣
。

（
11
） 

再
生
産
はreproduction

の
訳
。
医
学
で
は
生
殖
と
い
う
。
子
供
を
生
む
こ
と
を
人
口
学
の
専
門
用
語
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
。
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（
12
） 

扶
助
は
ケ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
的
な
助
け
合
い
も
含
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
広
い
助
け
合
い
の
機
能
で
あ
る
。

（
13
） A

braham
 H

. M
aslow

（1954

）“M
otivation and Personality, ” H

arper&
Row

. Frank G
, G

oble

（1970

）The Third Force: The Psychology 
of A

braham
 M

aslow
 G

rossm
an Publishers, Inc.

（
小
口
忠
彦
訳
、｢

マ
ズ
ロ
ー
の
心
理
学｣

、
産
業
能
率
大
学
出
版
部
、
一
九
七
二
）.

（
14
） G

. E
sping-A

ndersen

（1999

）Social Foundations of Post-industrial E
conom

ies

（
渡
辺
雅
男
、
渡
辺
景
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）「
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
）、
第
四
章
家
庭
経
済
、
第
五
章
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
比
較
―
再

検
討
。

（
15
） 

二
〇
〇
五
年
国
連
開
発
計
画
（
U
N
D
P
）
が
ま
と
め
た
〇
五
年
版
「
人
間
開
発
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
健
康
、
教
育
な
ど
「
人
間
の
豊

か
さ
」
を
測
る
人
間
開
発
指
数
で
世
界
の
一
七
七
カ
国
中
で
、
一
一
位
だ
が
、
女
性
の
政
治
・
経
済
分
野
へ
の
進
出
度
を
示
す
指
数
（G

ender 

E
m

pow
erm

ent M
easure

）
で
は
四
三
位
と
先
進
国
で
は
極
端
に
低
い
。
一
位
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ア
メ
リ
カ
は
一
二
位
、
イ
タ
リ
ア
は
三
七
位
。

（
16
） 

こ
の
よ
う
な
変
化
に
対
し
て
、
市
場
は
す
ば
や
く
反
応
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
外
食
産
業
の
「
中
食
」
へ
の
進
出
、
私
立
保
育
園
な
ど
で
あ
る
。

（
17
） 

女
性
の
社
会
進
出
が
決
し
て
悪
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
社
会
の
生
産
性
は
向
上
す
る
し
、
流
動
化
す
る
労
働
市
場
の
中
で
、
失
業
に
対
し
て
は

共
稼
ぎ
の
方
が
強
い
。

（
18
） 「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」（
H
一
五
・
七
成
立
・
公
布
、
H
一
七
・
四
・
一
以
降
、
雇
用
者
三
〇
〇
人
以
上
の
事
業
主
は
「
一
般
事
業
主
行

動
計
画
」
を
速
や
か
に
届
出
る
）。

（
19
） 

文
部
科
学
、
厚
生
労
働
両
省
は
、
幼
稚
園
と
保
育
所
を
一
元
化
し
た
総
合
施
設
づ
く
り
を
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
全
国
で
本
格
実
施
す
る
予
定
で

あ
る
。

（
20
） 

富
永
健
一
「
社
会
変
動
の
仲
の
福
祉
国
家
――
家
族
の
失
敗
と
新
し
い
機
能
」
中
公
新
書
、
七
〇
頁
。

（
21
） 

個
々
人
の
好
み
に
応
じ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
仕
事
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
は
最
も
向
か
な
い
仕
事
で
あ
る
。
行
政
に
む
い
て
い

る
の
は
、
平
等
に
画
一
的
な
金
銭
の
支
給
を
行
う
よ
う
な
仕
事
で
あ
る
。

（
22
） Le G
rand J, B

artlett W
.

（eds

）（1993

）, Q
uasi-m

arkets and Social Policy, M
acm

illan.

（
23
） 

日
本
の
現
行
の
基
礎
年
金
は
、
最
低
レ
ベ
ル
の
生
活
を
保
障
す
る
も
の
。
高
齢
化
す
る
リ
ス
ク
は
誰
に
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
保
険
で
分
散
し
よ
う

と
す
る
考
え
に
は
無
理
が
あ
る
。
例
え
ば
、
積
み
立
て
財
源
が
枯
渇
す
れ
ば
、
純
粋
な
異
な
る
世
代
間
の
相
互
扶
助
と
な
る
。
年
金
の
財
源
に
つ

い
て
は
税
方
式
か
ら
社
会
保
険
ま
で
、
給
付
方
式
に
は
確
定
給
付
と
確
定
拠
出
色
々
な
方
式
が
あ
り
、
大
き
な
研
究
領
域
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
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年
の
年
金
制
度
改
革
で
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
制
を
導
入
し
た
。
ま
た
、
企
業
年
金
は
確
定
拠
出
型
へ
移
行
し
つ
つ
あ
る
。

（
24
） 
こ
の
場
合
は
、
純
粋
の
民
間
保
険
と
こ
と
な
り
、
等
価
交
換
で
な
い
。

（
25
） 
郡
司
篤
晃
（
二
〇
〇
一
a
）「
医
療
シ
ス
テ
ム
研
究
ノ
ー
ト
」
丸
善
プ
ラ
ネ
ッ
ト
、
郡
司
篤
晃
（
二
〇
〇
一
b
）
第
一
章
「
医
療
費
の
地
域
差
研

究
と
そ
の
意
義
」『
医
療
費
の
地
域
差
』
東
洋
経
済
新
報
、
三
―
一
七
頁
。
郡
司
篤
晃
（
二
〇
〇
一
b
）
第
一
三
章
「
医
療
費
の
地
域
差
の
要
因

と
改
革
へ
の
提
言
」
同
上
書
、
二
一
一
―
二
二
六
頁
。

（
26
） 

三
類
型
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 「
北
欧
型
」
は
社
会
民
主
主
義
で
、
労
働
団
体
と
政
府
の
合
意
で
福
祉
政
策
が
決
定
さ
れ
、
平
等
な
政
府
の
サ
ー
ビ
ス
を
主
と
す
る
。

② 「
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
型
」
は
自
由
主
義
で
、
個
人
の
責
任
、
市
場
と
効
率
を
重
視
、
不
平
等
に
寛
容
で
あ
る
。

③ 「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
型
」
は
保
守
主
義
で
、
政
府
主
導
に
よ
る
社
会
保
険
が
主
で
あ
る
。
基
本
に
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
家
族
主
義
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
お
い
て
も
政
府
支
出
に
お
け
る
社
会
保
障
支
出
の
割
合
は
高
い
。

G
. E

sping-A
ndersen

（1999

）前
掲
書
。

（
27
） E

nthoven, A
. C

., T
he history and principles of m

anaged com
petition, H

ealth A
ffairs 12, 1993.  E

nthoven, A
. C

., T
heory and 

practice of m
anaged com

petition in health care financing, N
orth-H

olland, 1988.  

こ
れ
は
講
演
を
ま
と
め
た
小
冊
子
だ
が
、
良
く
ま
と

ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
28
） 

郡
司
篤
晃
（
二
〇
〇
五
年
五
月
）「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
医
療
・
福
祉
の
現
状
と
そ
の
評
価
――
医
療
改
革
に
つ
い
て
」
社
会
政
策
学
会
報
告
。

（
29
） Julian Le G

rand

（2003

）, M
otivation, A

gency, and Public Policy: O
f K

nights &
 K

naves, Paw
ns &

 Q
ueens, O

xford U
niversity Press. 

郡
司
篤
晃
監
訳
（
二
〇
〇
八
）「
公
共
政
策
と
人
間　

社
会
保
障
制
度
の
準
市
場
改
革
」
聖
学
院
大
学
出
版
会
。

（
30
） N

atasha C
urry, N

ick G
oodw

in, C
hris N

aylor, R
uth R

obertson
（2008

）, Practice B
ased C

om
m

issioning: R
einvigorate, replace or 

abandon?, T
he K

ing ’s Fund.

（
31
） G

iddens

は
国
民
の
関
心
は
政
治
・
外
交
な
ど
のH

igh Politics

か
ら
、
市
民
生
活
に
直
接
関
係
す
るLow

 Politics

（
生
活
政
治
）
へ
移
行
し
つ

つ
あ
る
と
い
う
。A

nthony G
iddens, T

he T
hird W

ay, Polity Press, 1998
（
A
・
ギ
デ
ン
ス
著
、
佐
和
隆
光
訳
『
第
三
の
道
』
日
本
経
済
新

聞
社
、
一
九
九
九
）.

（
32
） 

わ
が
国
で
は
、
法
律
案
は
行
政
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
議
会
で
も
行
政
官
が
答
弁
し
て
き
た
。
ま
た
、
当
然
法
の
執
行
は
行
政
の
本
来
業
務
で

ky45302教会の公共性cB偶.indd   184 09.10.13   11:06:03 PM



185 教会の公共性̶̶ 社会保障制度改革を通して

あ
る
か
ら
、
立
法
府
は
評
議
機
関
的
な
存
在
だ
っ
た
。
行
政
国
家
の
特
徴
は
圧
力
団
体
と
の
癒
着
で
あ
り
、
代
議
員
制
民
主
主
義
の
危
機
で
あ

る
。
わ
が
国
の
社
会
保
障
制
度
の
整
備
は
行
政
主
導
で
行
わ
れ
て
き
た
。
日
本
は
保
守
党
の
政
権
が
長
く
、
政
権
交
代
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、

こ
の
構
造
は
長
く
定
着
し
て
き
た
。

（
33
） 

個
人
立
と
医
療
法
人
立
が
医
療
施
設
の
約
四
分
の
三
を
占
め
る
。

（
34
） 

武
川
正
吾
「
日
本
に
お
け
る
福
祉
国
家
と
市
場
」、
郡
司
篤
晃
編
著
（
二
〇
〇
四
）『
医
療
と
福
祉
に
お
け
る
市
場
の
役
割
と
限
界
』
聖
学
院
大

学
出
版
会
、
一
一
五
―
一
二
九
頁
。

（
35
） 

ケ
ア
の
売
買
に
つ
い
て
の
契
約
は
い
わ
ゆ
る
「
不
完
備
契
約
」
の
典
型
。
だ
か
ら
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
避
け
ら
れ
な
い
。
不
完
備
契
約
に
つ
い

て
は
、P M

ilgrom
 &

 J R
oberts

（1992

）, E
conom

ics, O
rganization &

 M
anagem

ent, Prentice H
all, Inc.

（
奥
野
正
寛
ら
訳
（
一
九
九
七
）

「
組
織
の
経
済
学
」
N
T
T
出
版
）、
柳
川
範
之
（
二
〇
〇
〇
）「
契
約
と
組
織
の
経
済
学
」
東
洋
経
済
新
報
、
な
ど
。
医
療
に
お
け
る（
準
）市
場

の
実
証
分
析
に
つ
い
て
は
、
郡
司
篤
晃
（
二
〇
〇
一
a
、
二
〇
〇
一
b
）
前
掲
書
参
照
。

（
36
） 

残
念
な
が
ら
、
わ
が
国
で
は
こ
の
考
え
方
が
十
分
浸
透
し
て
い
な
い
。
制
度
改
革
の
主
流
の
考
え
方
は
相
変
わ
ら
ず
規
制
緩
和
で
あ
り
、
市
場

化
で
あ
る
。

（
37
） A

. B
arlow

, S D
uncan and R

. E
dw

ards, T
he R

ationality M
istake: N

ew
 Labour ’s com

m
unitarianism

 and ‘supporting fam
ilies, ’ in P. 

Taylor-G
ooby

（ed

）, R
isk, T

rust and W
elfare, M

acm
illan Press Ltd., 2000.

（
38
） 

し
か
し
、
介
護
者
と
の
連
絡
調
整
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
な
ど
利
点
も
あ
る
。

（
39
） 

武
川
正
吾
（
二
〇
〇
一
）「
社
会
政
策
と
そ
の
考
え
方
」『
社
会
福
祉
』
有
斐
閣
。

（
40
） 「
全
国
マ
イ
ケ
ア
プ
ラ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」http://w

w
w

.m
ycareplan-net.com

/

（
41
） 

著
者
は
市
民
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
ケ
ア
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。

（
42
） M

oira Stew
art, et al.

（2003

）Patinet-C
entered M

edicine: T
ransform

ing the C
linical M

ethod

（2
nd E

dition

）, R
adcliffe M

eical Press.  

具
体
的
な
施
設
運
営
な
ど
に
つ
い
て
はSusan B

. Fram
pton, et al.

（2003
）, Putting Patients First: D

esigning and Practicing Patient-

C
entered C

are, Jossey-B
ass

（John W
iley &

 Sons, Inc.

）。

（
43
） 

例
え
ば
、
生
命
保
険
に
お
け
る
六
ヶ
月
の
免
責
期
間
な
ど
。

（
44
） 

今
井
弘
道
、
第
一
一
章
「
市
民
社
会
」
と
現
代
法
哲
学
・
社
会
哲
学
の
課
題
、
第
九
節　

消
費
社
会
と
自
己
実
現
個
人
主
義
、
今
井
弘
道
（
編
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著
）、『
新
市
民
社
会
論
』、
風
行
社
、
二
〇
〇
一
、
三
五
五
―
三
九
三
頁
。

（
45
） 
間
宮
陽
介
（
二
〇
〇
一
）「
経
済
学
の
観
点
か
ら
見
た
公
私
の
問
題
」、
佐
々
木
毅
、
金
泰
晶（
編
）、
公
共
哲
学
、
2
「
公
と
私
の
社
会
科
学
」

東
京
大
学
出
版
会
。

（
46
） V

ictor A
 Pestoff

（1998

）Beyond the m
arket and State, A

shgate Publishing Ltd.

（
藤
田
彰
男
ら
訳
（
二
〇
〇
〇
）「
福
祉
社
会
と
市
民
民

主
主
義
――
協
同
組
合
と
社
会
的
企
業
の
役
割
」
日
本
評
論
社
）.

（
47
） 

今
田
高
俊
（
二
〇
〇
一
）「
社
科
学
の
観
点
か
ら
見
た
公
私
問
題
」、
佐
々
木
毅
、
金
泰
晶（
編
）、
公
共
哲
学
、
2
「
公
と
私
の
社
会
科
学
」
東

京
大
学
出
版
会
、
四
一
―
五
八
頁
。

（
48
） M

ichael Ignatieff

（1984
）, T

he N
eeds of Strangers

（
添
谷
育
志
、
金
田
耕
一
訳
『
ニ
ー
ズ
・
オ
ブ
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
ズ
』
風
行
社
、
一
九
九
九

年
）.

（
49
） 

間
宮
陽
介
（
二
〇
〇
一
）
前
掲
書
、
間
宮
氏
に
対
す
る
岩
崎
輝
行
の
議
論
、
一
二
七
―
一
二
九
頁
。

（
50
） 

医
師
に
よ
る
誘
発
需
要
は
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
医
療
費
の
高
騰
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
郡
司
篤
晃
（
二
〇
〇
一
a
）
前
掲
書
、
五
八

頁
。

（
51
） 

大
木
英
夫
、『
新
し
い
共
同
体
の
倫
理
学
――
基
礎
論
』
上
、
教
文
館
、
一
九
九
四
、
五
頁
。

（
52
） A

m
itai E

tzioni, 

同
書
、p.10.

（
53
） 

深
井
智
朗
（
二
〇
〇
〇
）「
政
治
神
学
再
考
――
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
課
題
と
し
て
の
政
治
神
学
」
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
三
〇
頁
。
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