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は
じ
め
に

第

1
常
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
家
を
見
る
視
角

第

1
節
収
数
・
分
岐
・
維
持

!
l福
祉
凶
家
は
変
化

し
て
い
る
の
か
?

ア
イ
デ
ア
・
潔
念
と
構
築
長
義

(
以
上
惜
別
日
記
号
)

か
凶

H
〉

L
P

L
々
ト

H
A
2
4
K
H
Hが

第

2
章
イ
ギ
リ
ス
一
初
制
附
家
の
文
脈

第
1
節
戦
後
イ
ギ
リ
ス
一
他
社
間
家
と
サ
ツ
チ
ャ
リ
ズ
ム

制
戦
後
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
性
格

凶

サ

ッ

チ

ャ

i
保
守
党
に
よ
る
福
祉
附
家
改
革

川
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
意
義

近

-
{
元
)

藤

康

史

第

2
節
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
と
福
利
加
国
家

第
3
本
イ
ギ
リ
ス
福
祉
問
山
本
の
変
谷

第
1
節
福
祉
国
家
改
本
の
ア
イ
デ
ア
・
瑚
念

(
以
上
第
お
号
)

第
2
節
社
会
保
隊
・
総
社
政
策
の
突
介
|
|
年
金
・

医
療
を
中
心
と
し
て

山

年

金

改

革

山

N
H
S改
革

第

3
M即
変
官
げ
の
過
松
と
そ
の
佼
相

川

変

答

の

過

程

凶
変
符
の
佼
相

お
わ
り
に

(
以
上
水
分
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第

3
章

イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容

時
現

2
時制一

社
会
保
障
・
福
祉
政
策
の
変
容

i
l
a
年
金
・
医
療
を
中
心
と
し
て

前
節
に
お
い
て
は
主
に
、
ブ
レ
ア
労
働
党
に
お
け
る
福
松
岡
家
改
革
に
関
し
て
、

c
s
J
(社
会
正
義
委
員
会
)
々

F
・
フ
ィ
ー
ル
ド
、

A
-
ギ
デ
ン
ズ
と
い
っ
た
、
ブ
レ
ア
労
働
党
を
取
り
巻
く
集
団
や
倒
人
を
含
め
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
わ
け

だ
が
、
分
析
は
次
の
段
階
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
存
在
を
受
け
つ
つ
、
一
九
九
七

年
以
降
の
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
社
会
保
障
・
福
祉
政
策
の
転
換
が
試
み
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
年
金
分
野
と
医
療
・
保
健
分
野
に
焦
点
を
定
め
て
、
こ
の
間
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

年
金
改
革

年
金
改
革
の
基
本
的
ア
イ
デ
ア
と
し
て
、
賦
課
(
方
々
15E
ち
CImo)
方
式
か
ら
積
伝
(
『
5
仏
)
厄
式
へ
の
転
換
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、

c
s
Jで
の
検
討
の
段
階
で
、
進
む
べ
き
道
が
こ
の
転
換
へ
と

a

本
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

c
s

j
の
報
告
芹
に
お
い
て
は
、
積
立
五
式
へ
の
転
換
が
最
も
有
力
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
賦
課
方
式
の
維
持
あ
る
い
は
基
礎
所
得
の
可
能

性
も
、
選
択
肢
の

A

つ
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
c

し
か
し
ブ
レ
ア
政
府
に
お
い
て
、
積
立
方
式
の
導
入
に
積
極
的
な

F
・
フ
ィ
ー
ル
ド

が
福
祉
改
革
相
当
相
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
改
革
は
積
江
五
式
へ
の
転
換
へ
と

A

気
に
進
む
こ
と
に
な
る
。

ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
は
、
九
七
年
に
政
権
に
就
い
て
以
降
、
年
金
も
合
む
社
会
保
障
改
革
を
そ
の
日
以
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
た
。
九
八

年
四
月
に
は
、
年
金
改
革
も
含
め
た
包
括
的
な
改
革
の
提
案
で
あ
る
緑
書
『
私
た
ち
の
闘
の
た
め
の
大
ぶ

l
l
i
福
祉
の
た
め
の
新
し
い



イギリスの年金システム(改革以前)図 3-1 

j車問除外者

契
約
』
を
公
表
し
、
続
い
て
同
年
二
一
月
に
は
、
年
金
改
車
に
焦
点
を
絞
っ
た
総
書
「
福

祉
の
た
め
の
新
し
い
契
約
1

1

年
金
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
)
を
発
表
す
る
な

ど
、
政
権
初
期
の
段
階
か
ら
精
力
的
に
年
余
改
革
へ
の
試
み
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
、
こ

れ
ら
の
総
書
に
お
い
て
、
ブ
レ
ア
政
権
の
福
祉
国
家
改
京
は
、
民
常
化
に
よ
る
「
残
余
的

な
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
」
化
で
も
、
よ
り
包
括
的
だ
が
コ
ス
ト
の
か
か
る
「
現
状
維
持
」

で
も
な
く
、
「
第
三
の
道
」
を
目
指
す
と
立
命
一
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
の
選
択

を
よ
り
重
視
し
、
「
依
存
で
は
な
く
機
会
の
促
進
」
を
達
成
す
る
福
祉
改
革
の
あ
り
方
が

検
討
さ
れ
、
詳
細
な
福
祉
改
革
の
計
断
が
提
案
さ
れ
た
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
総
舎
の
内
容

を
材
料
と
し
な
が
ら
、
そ
の
年
金
改
革
の
万
向
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
c

さ
て
、
改
事
を
検
討
す
る
た
め
に
は
従
来
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
素
描
し
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
、
つ
コ
図

3
1
1
に
示
す
よ
う
に
、
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
の
年
金
シ
ス
テ
ム
は
、
基

礎
部
分
と
二
階
部
分
と
の•. 

つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
合
わ
せ
て
四
つ
の
年
金

給
付
の
方
式
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第

J

に
、
定
綴
方
式
の
悶
家
基
礎
年
金
が
そ
の
基
礎

部
分
を
占
め
る
む
し
か
し
な
が
ら
凶
家
基
礎
年
金
も
金
額
的
に
は
十
分
で
な
く
、
こ
れ
と

は
別
に
ミ

i
ン
ズ
・
テ
ス
ト
式
の
所
得
扶
助
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
者
が
多
い
こ
と
に
つ

い
て
は
前
し
部
で
述
べ
た
。
そ
れ
以
外
の
部
分
(
三
間
部
分
)
は
付
加
年
金
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
そ
の
中
に
ま
ず
所
得
比
例
理
の
国
家
第
二
年
金

(
S
E
R
P
S
)
が
あ
る
。
山
川
本

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
サ
ッ
チ
ャ

i
保
守
党
政
権
期
に
こ
の

S
E
R
P
S
は
撤
廃
を
試
み

現
代
イ
ギ
リ
ス
縞
祉
制
家
の
変
谷
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
一
一
・
完
)
(
近
藤
)
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五
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ら
れ
、
撤
廃
に
は
去
ら
な
か
っ
た
も
の
の
結
果
的
に
縮
小
し
た
。
こ
の

S
E
R
P
S
に
は
適
用
除
外
制
度
が
あ
り
、
加
入
し
て
い
な
い
岡
崎

は
、
そ
の
他
の
選
択
肢
と
し
て
民
間
の
職
業
年
金
か
似
人
年
金
に
加
入
す
る
。

こ
の
間
つ
の
う
ち
、
同
家
基
礎
年
金
と

S
E
R
P
S
は
賦
課
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
逆
に
ほ
と
ん
ど
の
職
業
年
金
と
倒
人
年
金
は
積
立

方
式
を
と
っ
て
い
る
。
改
革
以
前
の
状
況
に
お
い
て
、
全
年
金
給
付
の
う
ち
、
六
O
%
が
前
二
者
で
、
残
り
の
問
。
%
が
後
・
・
者
で
ま
か

な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
六
O
%
が
賦
諜
形
式
、
問
。
%
が
積
立
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
六
O
%
が
国
家
に

よ
っ
て
、
問
。
%
が
民
間
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
怠
味
し
て
い
る
。

ブ
レ
ア
政
府
の
年
金
改
革
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
点
は
、
こ
の
賦
課
形
式
と
積
立
形
式
と
の
割
合
を
逆
転
さ
せ
、
年
金
シ
ス
テ
ム
を
積

立
形
式
中
心
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
貯
蓄
型
で
例
人
主
義
的
な
年
金
シ
ス
テ
ム
へ
と
転
換
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
時

に
国
家
の
財
政
負
担
の
軽
減
を
日
指
す
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
c

し
か
し
、
サ
ッ
チ
ャ
!
政
府
が
目
指
し
た
よ
う
に
、
川
県
に
問
中
氷
に
よ
る

年
金
給
付
を
削
減
し
民
間
に
任
せ
る
だ
け
で
は
、
積
立
が
不
可
能
あ
る
い
は
積
な
に
失
敗
し
年
金
収
入
が
減
少
す
る
貧
闘
騒
が
増
大
す
る

な
ど
、
年
金
生
活
者
の
状
況
を
悪
化
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
ら
の
屑
が
所
得
扶
助
に
頼
る
こ
と
に
な
り
、
国
家
の
財
政
負
担
が
結
局
は

重
く
な
る
こ
と
も
終
日
勿
に
予
想
さ
れ
た
。

そ
こ
で
ど
う
す
る
か
。
政
府
は
以
下
の
よ
う
な
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
同
家
基
礎
年
金
を
充
実
し
、
全
て
の
年
金
生
活

者
に
対
し
て
最
低
限
の
所
得
保
障
を
達
成
す
る
こ
と
。
第
コ
に
、

S
E
R
P
S
を
縮
小
・
将
来
的
に
は
廃
止
し
、
食
悶
層
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト

を
絞
っ
た
新
た
な
同
家
第
二
年
金
を
創
設
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
年
収
が
二
一
応
の
レ
ベ
ル
を
超
え
る
層
に
関
し
て
は
、
「
貯

蓄
が
可
能
な
諸
個
人
は
貯
蓄
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
賦
課
形
式
の
国
家
第
三
年
金
か
ら
退
出
し
、
積
立
剤
一
の
年
金
へ
と
移

行
す
る
こ
と
を
迫
る
。
こ
の
提
案
は
、
同
家
が
保
障
す
る
賦
課
形
式
の
年
金
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
主
に
貧
困
尉
へ
と
限
定
す
る
こ
と
で
、
貧

同
胞
の
生
活
を
保
障
し
つ
つ
、
令
《
体
と
し
て
は
年
金
給
付
に
お
け
る
同
家
負
担
を
縮
小
す
る
試
み
を
合
意
し
て
い
る
。



し
か
し
、
国
家
年
金
か
ら
退
出
す
る
腐
の
付
加
年
金
の
選
択
肢
が
、
民
間
の
職
業
年
金
お
よ
び
倒
人
年
金
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
多

く
の
問
題
点
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
職
業
年
金
に
関
し
て
は
、
転
職
等
の
流
動
性
に
対
応
し
て
い
な
い
、
中
小
企
業
な
ど
で
は
保
賂
し

に
く
い
、
自
常
業
者
や
パ
!
ト
・
タ
イ
ム
労
働
者
は
加
入
し
て
い
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
年
金
給
付
の
包
括
性
と
い
う
点
に
問
題
が

存
在
す
る
。
ま
た
、
他
人
年
金
に
関
し
て
も
、
中
間
憾
の
中
で
も
低
所
得
苦
闘
柑
に
と
っ
て
は
支
払
い
が
困
難
で
あ
っ
た
り
、
集
合
的
形
式

を
と
ら
な
い
た
め
に
偶
人
に
対
す
る
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
樹
も
持
っ
て
お
り
、
ま
た
、
高
所
持
者
層
に
と
っ
て
も
、
質
が
よ
く
適
切
な
年

金
ス
キ

l
ム
が
存
在
す
る
保
証
は
な
い
c

し
た
が
っ
て
、
一
定
の
所
得
水
換
に
あ
る
中
間
関
以
上
の
階
層
に
限
定
す
る
と
は
い
え
、
単
に

職
業
年
金
と
偶
人
年
金
に
頼
っ
て
、
積
立
形
式
へ
の
移
行
H

持
分
配
の
縮
小
を
目
指
す
こ
と
に
は
問
題
が
多
い
と
い
う
認
識
も
、
ブ
レ
ア

政
府
に
は
存
'
在
し
た
。

政
府
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、

一
つ
に
は
職
業
年
金
と
偶
人
年
金
に
対
す
る
規
制
や
管
理
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
リ

ス
ク
を
軽
減
し
質
を
高
め
る
こ
と
を
提
案
し
、
と
り
わ
け
、
職
業
年
金
に
関
し
て
は
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
政
府
は
、

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
「
新
し
い
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
と
し
て
の
、
「
ス
テ

l
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
」
ス
キ

i
ム
の
創
設
を
目
指
し
、

こ
れ
こ
そ
が
年
金
改
事
の
焦
点
と
な
っ
た
じ

ス
テ
!
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
と
は
、
積
立
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
職
業
年
金
や
個
人
年
金
の
持
つ
問
題
点
の
克
服
を
目
指
し
た
新
た
な

民
間
年
金
で
あ
る
。
「
ス
テ

l
ク
ホ
ル
ダ
ー
」
と
い
う
一
ぽ
葉
は
、
大
ま
か
に
一
行
っ
て
、
賭
け
、
ド
.
(
2
s
r
o
t
o一
号
円
)
が
共
同
参
加
者
と
な
っ

て
あ
る
組
織
を
運
営
す
る
と
い
う
合
意
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
臼
体
が
ブ
レ
ア
労
働
党
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の

J

つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ

i
ム
の
提
唱
・
具
体
化
は
、
第
一
期
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
に
よ
る
福
祉
関
家
改
築
の
一
つ
の
存
在
証
明
と

も
な
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ
!
ム
の
導
入
の
試
み
は
、
本
稿
に
も
た
び
た
び
登
場
す
る

F
・
フ
ィ
ー
ル
ド
が
「
ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー

現
代
イ
ギ
リ
ス
悩
祉
問
中
永
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
コ
プ
完
)
(
近
藤
)
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の
福
祉
」
を
提
唱
し
、
社
会
保
障
・
福
祉
政
策
の
領
域
へ
と
ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー
概
念
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
山
米
す
る
。
そ
の
後
、
九

八
年
間
月
緑
書
に
お
い
て
、
ス
テ

1
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ

i
ム
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
九
八
年
て
一
月
総
書
で
は
、
岸
章
を
割
い
て
説

明
さ
れ
る
中
心
的
提
案
と
な
る
。
そ
の
後
九
九
年
に
か
け
て
、
様
々
な
協
議
文
書
を
伴
い
つ
つ
議
会
で
議
論
さ
れ
、
同
年
の
つ
九
九
九

年
福
祉
改
革
お
よ
び
年
金
法
」
、
そ
の
待
合
年
の
「
二

0
0
0
年
ス
テ

l
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ

i
ム
規
定
」
と
い
う
形
で
成
立
し
た
。
そ

-一

O
O
一
年
四
月
に
は
、
加
入
者
に
よ
る
払
込
が
開
始
さ
れ
て
い
る
c

し
て
、ス

テ

l
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ

i
ム
の
設
立
は
、
ブ
レ
ア
政
府
に
お
け
る
年
金
改
不
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
福
祉
国
家
改
革
の

中
で
も
大
き
な
「
日
に
見
え
る
」
成
果
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
簡
単
に
そ
の
内
容
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
持
つ
意
義
を
検
討
し

省-、
.
o

h

ム
し

ス
テ

l
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ
!
ム
と
は
、
民
間
の
積
立
型
年
金
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
点
で
職
業
年
金
や
側
人
年
金

の
問
題
点
の
克
服
を
日
指
す
。
つ
ま
り
、

制
人
年
金
の
問
題
点
の
克
服
を
日
指
し
、
他
万
で
は
、
職
域
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
白
骨
業
や
中
小
合
業
の
被
雇

用
者
と
い
っ
た
職
業
年
金
か
ら
除
か
れ
て
い
た
人
々
を
包
括
し
、
転
職
な
ど
の
フ
レ
キ
シ
ピ
リ
テ
ィ
に
も
対
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職

一
五
で
は
、
職
業
年
金
と
同
様
の
集
合
的
構
造
を
と
る
こ
と
で
、
安
全
性
な
ど
の
点
に
お
け
る

業
年
金
が
抱
え
た
包
括
性
の
問
題
点
の
克
服
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
民
間
に
よ
る
運
営
と
占
ば
っ
て
も
、
全
て
の
被
奇
形
一
則
者
の
加

入
を
義
務
付
け
、
途
中
で
の
中
断
や
脱
退
・
移
転
に
関
し
て
加
入
者
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
諜
さ
な
い
こ
と
な
ど
を
法
的
に
定
め
て
い
る
点
な

ど
に
お
い
て
、
加
入
者
の
権
利
を
国
家
的
に
保
証
し
て
お
り
、
従
米
の
民
間
年
金
と
の
差
異
化
が
凶
ら
れ
て
い
る
c

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
ス
テ
!
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ

1
ム
へ
と
向
け
た
年
金
改
革
は
次
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
主
に
中
間
脱
が
凶
家
第
・
一
年
金
か
ら
ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
促
進
し
、
賦
課
形
式

か
ら
積
立
形
式
へ
、
国
家
中
心
か
ら
民
間
中
心
へ
と
い
う
形
で
年
金
シ
ス
テ
ム
の
重
点
を
移
行
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

点
に
は
、
同
家
に
よ
る
年
金
保
障
を
一
部
の
貧
困
層
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
る
、
再
分
配
の
縮
小
と
い
う
狙
い
が
う
か
が
え
る
。



し
か
し
、
民
営
化
を
通
じ
て
の
国
家
な
い
し
は
何
分
配
の
単
な
る
縮
小
と
い
う
論
理
だ
け
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
要
素
も
、

ス
テ
l
ク
ホ

ル
ダ

1
年
金
に
は
合
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
上
記
の
よ
う
に
同
家
の
管
理
な
ど
を
通
じ
て
安
定
性
や
加
入
者
の
包
括
性

を
保
証
す
る
な
ど
、
従
来
の
民
間
年
金
の
問
題
点
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
、
民
間
で
あ
り
な
が
ら
集
合

つ
ま
り
、
民
間
年
金
を
拡
大
し
、
偶
人
の
貯
蓄
と
い
う
性
絡
が
強
い
積
立
型
の
比
重
を
大

的
形
式
を
取
っ
て
い
る
点
も
注
目
に
依
す
る
。

き
く
し
つ
つ
も
、
個
人
年
金
の
よ
う
な
形
で
そ
の
責
粧
を
完
全
に
個
人
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
集
合
的
構
造
を
と
る
こ
と
で
リ
ス
ク
の

共
同
管
理
を
目
指
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ

l
ム
の
持
つ
ガ
パ
ナ
ン
ス
構
造
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
c

端
的
に
首
え
ば
、

ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ

i
ム
の
設
定
に
関
し
て
は
、
そ
の
運
営
に
関
し
加
入
者
の
代
表
を
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
メ
ン
バ
ー

の
利
誌
に
築
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
ガ
パ
ナ
ン
ス
構
造
」
を
形
成
す
る
点
が
、
政
府
の
意
聞
と
し
て
存
夜
す
る
。
よ
り
具

体
的
に
は
、
ス
キ

i
ム
の
運
営
は
受
託
者
勾
戸
凶
器
開
お
よ
び
そ
の
会
議
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
会
議
に
は
ス
キ
!
ム
の
メ
ン
バ
ー
の
代

表
者
も
八
日
む
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
。

こ
の
点
は
あ
く
ま
で
「
望
ま
し
い
」
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
実
際
の
運
営
は
今
後
の
推
移
を
見
る
し
か
な
い

G

し
た
が
っ
て

「
理
念
的
に
は
」
と
い
う
限
定
つ
き
で
は
あ
る
が
、

ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ
!
ム
の
加
入
者
に
対
し
て
、
限
定
的
な
形
で
あ
る
と

は
い
え
「
発
一
一
色
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
単
に
「
退
出
」
の
権
利
の
み
が
保
証
さ
れ
る
民
営
化
と
は
、
同
一
視
で

き
な
い
側
面
も
持
つ
。
も
と
も
と
「
ス
テ

l
ク
ホ
ル
ダ
ー
」
概
念
は
、
「
共
同
参
加
者
」
と
い
う
怠
味
を
含
ん
で
い
る
た
め
で
あ
り
、
ま

見
}

た
、
消
費
者
の
論
理
の
み
で
は
な
く
共
同
参
加
者
と
し
て
の
市
民
の
論
理
を
強
調
す
る

C
S
J
の
ア
イ
デ
ア

-m念
と
も
つ
な
が
る
部
分

が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ブ
レ
ア
政
府
に
お
け
る
年
余
制
度
改
革
を
素
描
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
改
革
を
ど
の
よ
う
に
整
埋
す
る
こ
と
が
で
き

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
'
終
に
関
す
る
研
究
・
序
説
会
二
・
完
)
(
近
藤
)

八
九
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る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
改
革
の
狙
い
の
第
一
は
、
間
家
を
通
じ
た
年
金
給
付
の
縮
小
、

の
縮
小
に
あ
る
。
賦
課
形
式
か
ら
積
立
形
式
へ
の
量
点
の
シ
フ
ト
に
よ
っ
て
、
来
る
べ
き
高
齢
社
会
の
中
で
の
同
家
負
担
の
軽
減
を
担
、
っ

と
同
時
に
、
年
金
を
含
め
た
社
会
保
障
を
国
家
が
負
却
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
支
持
し
な
い
、
よ
り
個
人
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換

つ
ま
り
得
分
配

を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
改
革
を
単
に
「
縮
小
」
と
い
う

で
片
付
け
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
持
つ
重
要
な
意
義
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
。
そ

の
改
革
に
は
、
燃
に
「
縮
小
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
要
素
が
合
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
年
金
改
革
の
「
縮
小
」
の
同
一
則
は
、
と
り
わ
け
中
間
層

の
問
山
本
第
晶
.
年
金
か
ら
の
退
出
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
貧
闘
層
に
関
し
て
は
、
岡
山
系
基
礎
年
金
の
充
実
な
ど
む
し
ろ
「
拡
大
」
の
側

日
出
も
持
っ
て
い
る
。
こ
の
改
革
の
中
で
は
、
国
山
水
が
年
金
を
保
障
す
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
り
込
む
と
同
時
に
、
そ
の
他
の
隔
を
タ

i
ゲ
ツ

ト
と
し
て
積
立
形
式
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
倒
人
主
義
的
で
自
律
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
対
応
が
目
指
さ
れ
た
と
一
行

え
る
。同

時
に
、
そ
れ
ら
の
退
出
を
迫
ら
れ
た
層
に
関
し
て
も
、
職
業
年
金
や
偶
人
年
金
に
対
す
る
国
家
の
監
視
の
強
化
や
、

ス
テ
l
ク
ホ
ル

ダ
i
年
金
ス
キ

i
ム
の
制
度
化
な
ど
の
形
で
、
単
な
る
民
営
化
や
市
場
化
に
位
霞
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
な
い
対
応
を
試
み
て
い
る
。

と
り
わ
け
後
者
に
お
い
て
は
、
集
合
性
や
共
同
参
加
と
い
っ
た
モ
メ
ン
ト
が
重
秘
さ
れ
て
お
り
、
「
ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー
」
の
概
念
を
通

じ
て
、
倒
人
主
義
的
な
発
想
を
基
盤
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
自
発
的
な
共
同
性
・
連
帯
性
に
よ
っ
て
制
御
し
て
い
く
志
向
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
年
金
改
本
を
素
材
と
し
て
、
「
縮
小
」
の
モ
メ
ン
ト
を
合
み
つ
つ
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
志
向
が
多
く
見
ら
れ
る
点
に
つ
い

て
見
て
き
た
。
次
項
で
は
、
「
縮
小
」
の
モ
メ
ン
ト
が
前
面
に
は
出
て
い
な
い
改
革
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
政
策
領
域
と
し
て

N
H
S
を
と

り
あ
げ
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
の
福
祉
国
家
改
革
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。



(2) 

N
H
S
改
革

N
H
S
を
中
心
と
し
た
医
療
・
保
健
制
度
に
対
す
る
。
フ
レ
ア
政
府
の
姿
勢
に
関
し
て
は
、
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。

戸
川
出

d

政
府
は
民
間
・
市
場
重
視
の
姿
勢
を

N
H
S
に
も
貫
い
て
い
る
と
い
う
評
価
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
民
間
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

一
方
で
、
ブ
レ
ア

を
推
進
し
、
病
院
建
設
な
ど
に
お
い
て

P
F
I
屯円

F
E
R
-ぷ
ロ

5
2
宣
己
主
5
)
の
利
用
を
促
進
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
ま
た
、
民
間
医
療
保
険
へ
の
加
入
者
が
増
大
し
て
い
る
と
い
う
現
実
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
保
守
党
期
の
内
部
市
場
の
一
つ
の

局
、

特
概
で
あ
っ
た
、
「
供
給
者
と
購
買
者
と
の
分
離
」
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
市
場
主
義
の
受
容
と
見
る
向
き
も
あ
る
。
年
金
政
策

と
同
様
に
、
間
家
か
ら
民
間
・
市
場
へ
と
い
う
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
ら
を
も
っ
て
、
ブ
レ
ア
政
府
の

N
H
S
へ
の
姿
勢
を
、
単
に
民
間
印
組
織
を
利
用
し
再
分
配
の
縮
小
を
日
指
す
も
の
と
評
価

す
る
こ
と
は
、
そ
の
一
両
を
捉
え
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
詩
え
る
。
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
二

O
O
一
年
総
選
挙
に
お
け
る
労
働

党
の
マ
ニ
ブ
エ
ス
ト
を
引
い
て
議
論
し
た
よ
う
に
、

N
H
S
を
最
も
重
要
な
「
公
共
」
サ
ー
ビ
ス
と
位
置
付
け
、

N
H
S
に
関
し
て
は
同

家
に
よ
る
運
営
を
維
持
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
は
、
ブ
レ
ア
政
府
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
二

O
O
二
年

四
月
に
政
府
は
、
九
七
年
に
政
権
に
就
い
て
以
来
初
め
て
の
増
税
を
発
表
し
た
。
そ
の
内
谷
は
、
問
民
保
険
料
を
一
パ
ー
セ
ン
ト
上
持
さ

せ
、
そ
の
増
加
分
を
主
に

N
H
S
の
財
源
に
充
て
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、

N
H
S
政
策
に
お
い
て
、
再
分
配
の
縮

小
を
目
的
の

A

っ
と
し
た
年
金
改
革
と
は
異
な
る
ス
タ
ン
ス
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

で
は
な
ぜ
、

N
H
S
に
お
い
て
は
年
金
改
革
と
は
異
な
る
ス
タ
ン
ス
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
煙
由
の
一
つ
は
、

N
H
S

制
度
に
対
す
る
社
会
的
基
盤
か
ら
の
評
価
の
高
き
で
あ
る
。
前
章
で
も
見
た
よ
う
に
、
阪
療
費
を
岡
家
が
完
全
負
担
す
る
と
い
う
点
で
他

mu 

同
に
も
例
を
見
な
い

N
H
S
制
度
は
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
を
象
徴
す
る
国
民
的
制
度
と
し
て
、
強
力
な
支
持
を
受
け
続
け
て
い
る
。

し
か
し
、
制
度
へ
の
支
持
は
必
ず
し
も
そ
の
制
度
へ
の
満
足
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
入
院
待
ち
(
毛
主
'

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
問
ん
本
の
変
符
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
二
・
完
)
(
近
藤
)

九



筑
波
法
政
第
三
十
四
号
(
一
一

0
0

九

g
m
Z
2
)

の
状
況
に
も
象
償
的
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

N
H
S
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
低
さ
は
汚
定
し
が
た

く
、
年
々
不
満
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
c

さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
の
絶
対
的
水
準
の
低
さ
に
加
え
て
、
利
用
者
の
側
の
期
待
の
変

話
、

化
、
す
な
わ
ち
、
消
費
者
意
識
や
ア
カ
ウ
ン
タ
ピ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
要
求
が
高
ま
っ
て
い
る
現
実
も
そ
の
背
設
に
は
存
荘
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

N
H
S
に
関
し
て
は
、
全
体
と
し
て
の
制
度
へ
の
支
持
と
、
そ
の
制
度
の
生
み
出
す
サ
ー
ビ
ス
へ
の
不
満
が
共
存
す
る

状
況
に
あ
る
と
一
一
コ
口
え
よ
う
。
こ
の
状
況
の
下
で
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
に
諜
せ
ら
れ
た
課
題
は
、
制
度
と
し
て
の

N
H
S
を
維
持
し
な
が

ら
も
、
単
に
従
来
の

N
H
S
へ
の
回
帰
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
で
い
か
に
効
率
性
と
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
改
善
を
追
求
し
て
い

く
か
と
い
う
難
題
で
あ
っ
た
。

ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
は
、
九
七
年
に
政
権
に
つ
い
た
後
、
直
ち
に

N
u
u
S
改
革
の
基
本
的
な
方
向
性
を
定
め
る
作
業
に
着
手
し
た
。
そ

羽
)

の
成
果
が
、
九
七
年
一
二
月
に
発
表
さ
れ
た
白
書
『
新
し
い

N
H
S
i
|
現
代
的
で
、
頼
り
に
な
る
』
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
「
-
般

課
税
を
通
じ
て

N
H
S
の
財
源
を
調
達
す
る
の
が
最
も
公
正
で
あ
り
、
大
部
分
の
人
々
の
医
療
ケ
ア
を
供
給
す
る
最
も
効
率
的
な
方
法
で

山
田

あ
る
」
と
し
て
、
国
家
支
出
に
よ
っ
て

N
H
S
を
運
営
す
る
基
本
方
針
が
貫
か
れ
る
一
方
で
、
効
率
性
と
質
、
患
者
の
ニ
!
ド
へ
の
対
応

が
そ
の
重
点
的
な
目
標
と
し
て
課
題
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
改
革
は
、
主
と
し
て

N
H
S内
部
の
組
織
改
革
に
重
点
を
置
く
こ

と
に
な
る
。

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
組
織
改
革
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
改
革
が
目
指
す
最
も
大
き
な
テ
!
マ
は
、
「
競
争
か

ら
協
働
へ
」
で
あ
る
。
一
夜
、
つ
ま
で
も
な
く
、

「
競
争
」
と
は
保
守
党
政
権
時
の
内
部
市
場
改
革
を
指
し
て
お
り
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
は
、

そ
の
問
題
性
を
克
服
す
る
た
め
の
改
革
と
し
て
、
「
協
働
」
に
基
づ
く
「
統
合
化
さ
れ
た
ケ
ア
」
の
シ
ス
テ
ム
を
日
指
す
。

そ
も
そ
も
サ
ッ
チ
ャ

l
保
守
党
政
府
に
お
け
る

N
H
S
改
革
に
お
い
て
も
、

N
H
S
を
同
家
財
政
で
ま
か
な
い
つ
つ
、
質
や
効
率
性
を

改
善
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
手
段
が
内
部
市
場
に
よ
る
競
争
原
理
の
導
入
で
あ
っ
た
(
本
稿
第
2
求
参
照
)
。



し
か
し
ブ
レ
ア
政
府
は
、

N
H
S
改
革
を
競
争
原
瑚
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
に
は
、
多
く
の
問
題
点
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る

-
)
。
中
で
も
、
医
療
を
競
争
原
理
に
任
せ
た
場
合
、
各
医
療
組
織
が
自
ら
の
競
争
的
有
利
性
を
守
る
た
め
に
、
最
善
の
治
療
技
術
を
泌

匿
し
、
そ
れ
ら
の
情
報
や
技
術
の
組
織
問
で
の
共
有
が
妨
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
全
体
と
し
て
の
医
療
の
質
の
向
上
に
結
び
つ
か
な
い
点

な
ど
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
叫
し
た
が
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
供
給
者
優
位
の
体
制
は
維
持
さ
れ
、
忠
者
を
エ
ン
パ
ワ

l
メ
ン
ト
す
る
こ

と
に
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
ブ
レ
ア
政
府
が
目
指
す
公
正
の
面
か
ら
も
問
題
点
が
多
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(表
3

こ
れ
ら
の
内
部
市
場
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ブ
レ
ア
政
府
が
描
く
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
は
、
「
協
働
」
お
よ
び
「
統
合
化
さ
れ
た

ケ
ア
」
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
端
的
に
‘
一
段
え
ば
、
各
医
療
組
織
間
で
、
あ
る
い
は
医
療
組
織
と
患
者
と
の
問
で
、
さ
ら
に
は
院
療
綴
織
と

上
佼
間
体
、
同
心
不
と
の
間
で
の
「
協
働
」
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
念
体
と
し
て
の
質
の
向
上
を
達
成
し
、
患
許
の
ニ
ー

ド
に
よ
り
対
応
す
る
と
と
も
に
、
効
率
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
政
的
負
担
の
上
昇
を
抑
え
よ
う
と
し
た
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
詳
細
に
つ
い
て
は
去
3
1
1
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
本
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
核
と
な
る
特
搬
に
つ
い
て

述
べ
た
い
c
し
か
し
そ
の
前
に
基
本
的
な
医
療
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
若
干
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の

N
H
S
制
度
に
お
い
て
、

実
際
に
治
療
を
行
、
っ
医
療
組
織
は

リ
i
・
ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
多
く
の
.
般
医
か
ら
構
成
さ
れ
る
c

第品

一
つ
に
分
か
れ
る
。
第
一
に
、
あ
る
地
域
的
エ
リ
ア
に
お
い
て
最
も
身
近
に
治
療
を
行
う
プ
ラ
イ
マ

の
組
織
と
し
て
、
よ
り
専
門
的
な
治
療
を
行
う
医
療
組
織

と
し
て
、

N
H
S
ト
ラ
ス
ト
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
病
院
は
、

N
H
S
ト
ラ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
二
者
を
監
脅
し
サ
ボ

i

ト
す
る
同
体
と
し
て
、
保
健
当
対
が
存
在
す
る
。

「
統
合
化
さ
れ
た
ケ
ア
」
の
シ
ス
テ
ム
が
持
つ
第
叫
の
特
徴
は
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
権
限
の
多
く
を
患
者
に
最
も
近
い
庶
療
組

織
に
下
ろ
す
こ
と
に
よ
り
、
患
者
に
対
し
て
最
も
適
切
な
治
療
を
日
指
す
点
に
あ
る
の
患
者
に
故
も
近
い
医
療
組
織
と
は
プ
ラ
イ
マ
リ

1
・

ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
患
者
の
性
格
や
ニ

i
ド
を
最
も
よ
く
把
撮
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
ケ
ア
・
グ

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
会
二
・
完
)
(
近
藤
)

九



表 3~ 1 1"内部市場Jと「統合化されたケア」

内部市場 統合化されたケア

.4000のNHS間体の間での亥任の -医療や社会的ケアの計|由iや供給の

分断。 表f壬を負う全ての人に共同的に|可

戦略的計i樹ほとんどな Lo J立された「医療改者プログラムj。

あてもなくさまよう忠、者。

-病院関での競争c . ---~宣I:kや場所に関わらず、ニード

幾つかの A般医が他の舟支医の患 に従って治療される患者っ

者の犠牲の上に、よりよいサーピ 協働は競争に取って代わる。

スを獲得。病院医療従事者は権力 病段医療従事者も包摂。

剥奪される。

-競争的有利性を守るために、最3等 -最善の治療を共有する新たなメカ

の治療の共有が妨げられる。変動 ニズム。

する質。 質の基準の変動に対処するための

新たなパフォーマンス・フレーム

ワーク。

-優先JlliifJl:を æめ、真の効2卒~1t .効 . I効率性指標」は、新たな基準コ

果性・質を妨げる「効率性指標」 ストに変更。

の誤ったインセンテイヴ。 より広いパフォーマンス指標。

人為的に分割された予算。 最大限のブレキシピリティと効率

性へと統ーされた予算。

-行政コストが増大し、患者サーピ -管理コストに土限を課す。委託間

スの改善から努力がそれる。 体は3600から500へ削減。

あまりに多い請求書と、高い業務 業務コストの削減。

コスト。

-コストと量に焦点がある短期的契 -質の改善に結びつく長期的サービ

約。各NHSトラストへのインセ ス!可意。

ンテイヴは、組織的境界を横断し NHSトラストは適切なサービス

て働くというより、財政的目標に 利用の責任を共有む

適合するよう、量にてこ入れする。

.NHSトラストは、選別的な商業 -代表的会議をJまったNHSトラス

企業として遂営。 ト。秘匿性は終わらせる。

;;11:代表的会議。 質とパートナーシップのための新

財政への法的義務が第一。 たな法的義務。

IH所:Departm巴nt01' Heallth， The New NHS， para.2.24より、さま著作成
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波
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政
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イギリスの医療システム

制定法 Lの

アカウンタビリティ

ーサーピスの

アカウンタピリテイ

2 図3

ル
ー
プ
に
、
処
方
、
治
療
、
(
他
の
専
門
医
へ
の
)
紹
介
や
、
そ
の
た

め
に
必
要
な
リ
ソ
ー
ス
の
利
用
に
関
す
る
白
律
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

弛
-

権
限
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

に
一

し
か
し
、
分
権
化
を
語
る
際
に
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
権

限
委
譲
イ
コ
ー
ル
質
の
向
上
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
こ
に
必

然
的
に
「
協
働
」
が
内
包
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
じ
し
た
が
っ
て
、
質

の
向
上
の
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
、
「
医
療
改
持
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
の
設
定
を
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
義
務
付
け
、
そ
の
設
定
と
そ
れ
に

11¥1斤:DoH‘7子leNeH' NHS， para. 3 .15， 

蒸
づ
く
治
療
実
践
の
中
で
協
働
が
目
指
さ
れ
る
点
が
、
第

A

一
の
特
徴
と

一
指
一

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
上
か
ら
の
強
制

に
よ
っ
て
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
ケ
ア
・
グ

ル
ー
プ
、

N
H
S
ト
ラ
ス
ト
、
保
健
当
防
の
間
で
の
協
議
に
よ
っ
て
設

定
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
保
健
当
局
は
各
医
療
組
織
を
監
視
・
サ
ボ
!

J

祁
)

ト
す
る
。
そ
の
結
眠
不
、
間

3

2
に
あ
る
よ
う
に
、
プ
ラ
イ
マ
リ
!
・

ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ
、

N
H
S
ト
ラ
ス
ト
、
医
療
当
局
の
問
に
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
が
形
成
さ
れ
、
各
医
療
抑
制
織
の
協
働

と
相
一
弘
監
視
の
下
に
、
思
若
の
ニ

i
ド
に
対
応
し
た
阪
療
の
践
と
効
ネ

性
の
保
証
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
u

さ
ら
に
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
家
の
変
谷
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(

J

A

-

-

完
)
(
近
藤
)

九
五



筑
波
法
政
第
一
一
一
十
四
号
(
ニ

O
O
三
)

九
六

{

柑

岬

}

単
位
で
の
協
働
の
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
で
形
成
さ
れ
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
監
視
・
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
と

も
に
、
地
域
間
格
差
の
縮
小
が
試
み
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
改
革
は
、
各
医
療
組
織
に
対
し
て
権
限
委
譲
を
行
う
こ
と
で
患
者
の
ニ

l
ド
へ
の
対
応
を
目
指
し
つ
つ
、
組
織
聞
の

垂
直
的
な
補
完
関
係
(
ナ
シ
ョ
ナ
ル
|
医
療
当
局

i
プ
ラ
イ
マ
リ
l
・
ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ
お
よ
び

N
H
S
ト
ラ
ス
ト
)
や
水
平
的
な
協
働

関
係
(
プ
ラ
イ
マ
リ
l
・
ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ
、

N
H
S
ト
ラ
ス
ト
、
医
療
当
局
)
に
よ
っ
て
、
質
と
効
率
性
を
保
証
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、

N
H
S
を
同
家
支
出
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
の
予
算
が
効
果
的
に
使
わ
れ
る
体

{
釘
}

制
を
目
指
し
た
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
に
素
描
し
た
計
画
の
方
針
は
、
そ
の
後
実
行
に
移
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
九
八
年
か
ら
は
い
く
つ
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
実
験
的
に
こ

の
シ
ス
テ
ム
が
試
み
ら
れ
て
い
る
宙

g
E
〉
邑
g
N
8
0
)。
そ
し
て
九
九
年
に
は
、

N
H
S法
と
い
う
形
で
法
制
度
化
さ
れ
る
と
と
も

〔
掴
}

に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
も
決
定
・
施
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
患
者
の
医
療
ケ
ア
に
対
す
る
権
利
を
保
証
す
る
た
め
に
、
保
守

(
胡
』

党
時
代
に
作
ら
れ
た
患
者
憲
章
に
代
わ
る
新
た
な
N
H
S憲
章
の
作
成
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
九
七
年
白
書
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
改
革
の
ア
イ
デ
ア
は
そ
の
後
実
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ

う
な
変
容
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

N
H
S改
革
は
、
再
分
配
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
、
与
え
ら
れ
た
財
政
的
リ
ソ
ー
ス
の
中
で

ケ
ア
の
質
を
保
証
す
る
こ
と
を
そ
の
最
大
の
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
課
題
は
、
「
協
働
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
、
よ
り
自
律

的
・
民
主
的
な
ガ
パ
ナ
ン
ス
形
態
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
協
働
」
は
、
第
一
に
、
各
医
療
組
織
間
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
で
の
プ
ラ
イ
マ
リ
l
・

ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ
、

N
H
S
ト
ラ
ス
ト
、
保
健
当
局
と
の
聞
で
の
「
協
働
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
各
組
織
内
で
も
「
協
働
」
の
シ
ス
テ
ム

を
構
築
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

N
H
S
ト
ラ
ス
ト
に
対
し
て
、
そ
こ
で
働
く
ス
タ
ッ
フ
の
意
思
を
「
包
摂
」
し
、

ス



タ
ッ
フ
の
参
加
の
中
で
基
本
的
な
指
針
を
策
定
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
さ
ら
に
十
分
に
ス
タ
ッ
フ
の
包
摂
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
定

期
的
に
レ
ヴ
ュ
ー
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

第
一
二
に
、
「
協
働
」
の
中
で
最
も
追
求
さ
れ
る
の
は
、
患
者
が
ニ

1
ド
に
適
し
た
ケ
ア
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
先
に
述

べ
た
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
作
ら
れ
た
り
、
新
た
な

N
H
S意
向
車
の
策
定
が
試
み
ら
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ガ
パ
ナ
ン
ス
構
造
に
お
い
て
、
践
療
従
事
者
は
、
決
定
作
成
に
参
加
す
る
権
限
を

J
K程
度
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
協
働
」

の
担
い
手
と
な
り
、
患
者
へ
の
民
療
ケ
ア
に
関
し
て
よ
り
自
律
的
に
関
号
す
る
可
能
性
が
開
け
る
と
と
も
に
、
患
者
に
対
し
て
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
患
者
の
側
に
と
っ
て
は
、
…
隊
一
療
機
関
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ピ
リ
テ
ィ
や
プ
ラ
イ
マ
リ
1
・
ヶ
ァ
・

グ
ル
ー
プ
と
の
よ
り
緊
密
な
関
係
の
中
で
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
単
な
る
「
受
給
者
」
で
も
「
消
費
者
」
で
も
な
い
形
で
、
よ
り
質
の
よ
い

医
療
ケ
ア
を
求
め
る
権
利
を
保
証
さ
れ
る
。

「
協
働
」
「
統
合
化
さ
れ
た
ケ
ア
」
の
シ
ス
テ
ム
へ
と
向
け
た

N
H
S改
事
に
は
、
単
に
福
祉
同
家
の
「
縮
小
」
「
維
持
」
「
拡
大
」
と

い
っ
た
量
的
モ
メ
ン
ト
で
は
捉
え
き
れ
な
い
質
的
変
容
の
相
が
認
め
ら
れ
る
。

N
H
S
の
シ
ス
テ
ム
を
基
本
的
に
支
持
し
な
が
ら
も
、
そ

れ
が
生
み
出
す
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
は
不
満
を
高
め
つ
つ
あ
っ
た
社
会
的
基
盤
の
状
況
に
対
し
て
、
「
協
働
」
と
い
う
新
た
な
ア
イ
デ
ア
・

鳴
盤
を
構
築
し
、

期
念
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
な
る
「
受
給
者
」
で
も
「
消
費
者
」
で
も
な
い
「
共
同
参
加
塑
」

N
H
S
に
お
け
る
質
的
な
制
度
変
容
を
目
指
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
共

さ
て
、
ブ
レ
ア
政
府
の
第
一
期
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
制
度
転
換
が

N
H
S
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
現
夜
の
と
こ
ろ
、
質
と
効
率
性
の
改
善
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
当
初
の
目
標
ど
お
り
に
は
実
現
し
て
い
な
い
ゾ
そ
の
結

果
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
一

0
0
一
年
の
総
選
挙
に
お
い
て
は
、

N
H
S
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が

絞
大
の
課
題
と
な
り
、
看
護
師
や
医
師
の
大
幅
な
増
員
が
公
約
に
放
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
二
一
・
完
)
(
近
藤
)

九
七
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そ
の
公
約
の
発
表
に
先
立
つ

a

・
0
0
0年
六
月
に
、
識
者
や

N
H
S
ス
タ
ッ
フ
、
患
者
の
代
衣
者
な
ど
を
も
合
め
た
討
議
の
結
果
と
し

、
品
~

て
、
「

N
H
S計
倒
1
1
1
投
資
の
た
め
の
計
雨
、
改
革
の
た
め
の
計
一
間
』
が
、
ミ
ル
パ

i
ン
保
健
太
距
に
よ
っ
て
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
九
七
年
白
書
、
九
九
年
N
H
S
法
の
成
史
以
後
も
、
順
調
に
は
進
ま
な
い
改
革
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
更
な
る
改
革
の
方
向
性

を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
引
き
続
き
協
働
の
シ
ス
テ
ム
を
促
進
し
、
患
者
の
ア
ド
ヴ
ォ
カ
シ

1
・
サ
ー
ビ
ス
や
患
者
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
い
っ
た
形
で
患
者
主
体
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
な
ど
、
九
七
年
白
書
か
ら
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
改
寧
の
強
化
を
基
調
と
し
つ

つ
も
、
新
た
な
強
調
点
も
見
出
さ
れ
る
。

第
一
に
、
失
敗
の
際
関
と
し
て
資
金
不
足
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
改
革
が
、
販
制
削
に
質
や

効
率
性
の
改
葬
に
結
び
つ
か
な
い
原
闘
の
第
一
に
資
金
不
足
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
設
備
や
ス
タ
ッ
フ
が
整
わ
な
い
点
に
原
岡
が
求

め
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
多
く
の
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
効
率
性
と
平
等
性
と
い
う

N

H
S
が
備
え
る
べ
き
性
格
か
、
り
す
れ
ば
、
租
税
に
よ
っ
て
調
達
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
ぜ
こ
の
点
は
、

先
に
も
述
べ
た
、
.
宇

O
O
一
一
年
に
お
け
る
増
税
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
、

N
H
Sを
同
家
に
よ
る
一
内
分
配
と
し
て
維
持
し
て
い
く
こ
と

を
あ
ら
た
め
て
宜
討
し
た
と
言
え
よ
う
。

第
二
に
、
問
題
の
原
因
と
し
て
、
質
や
効
率
性
の
改
善
へ
と
向
け
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
基
準
の
欠
知
や
、
明
確
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
欠

如
が
挙
げ
ら
れ
て
い
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
九
七
年
白
書
な
ど
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
段

階
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
よ
り
凶
家
の
介
入
を
強
調
し
た
い
く
つ
か
の
提
案
が
な
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
凶
家
に
よ
る
パ

フ
ォ

i
マ
ン
ス
評
価
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
、
現
状
の
保
健
当
局
の
み
へ
の
適
用
か
ら
、

N
H
S
ト
ラ
ス
ト
と
プ
ラ
イ
マ
リ
!
・
ケ
ア
・
グ

ル
ー
プ
に
も
政
接
的
に
適
用
す
る
形
で
拡
大
す
る
こ
と
、
監
査
委
民
会
(
戸
〉
ロ
E込一広円内D門。》
gg『ヨ弓吋出忍凶己ル

織
に
対
し
て
凶
年
ご
と
に
検
査
を
行
、
う
つ
こ
と
、
質
や
効
率
性
の
改
善
へ
向
け
て
、
財
政
的
・
非
財
政
的
の
両
面
か
ら
新
た
な
イ
ン
セ
ン



加

担

)

テ
ィ
ヴ
を
設
定
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
失
敗
し
た
と
評
価
さ
れ
る
医
療
機
関
に
対
し
て
は
、
同
家
が
成
接
の
介
入
を
行
う
こ
と
な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
提
案
に
は
、
各
組
織
の
協
働
に
よ
る
自
律
的
な
改
善
の
実
効
性
を
不
十
分
な
も
の
と
し
、
よ
り
関
家
的
介
入
を
強

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
普
を
導
い
て
い
く
と
い
う
方
向
性
が
見
出
さ
れ
る
c
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
の
設
定
な
ど
、
九
七
年
白
書
の
段
階
で
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
定
程
度
の
改
革
を
経
た

k
で
そ
の
現
実
が
明
ら
か
に
な
り
つ

つ
あ
っ
た
つ

0
0
0年
の
段
階
に
お
い
て
、
よ
り
前
耐
に
出
る
こ
と
と
な
っ
た
c

第
三
に
は
、
民
間
セ
ク
タ
ー
の
積
板
的
利
用
の
強
調
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ブ
レ
ア
労
働
党
は
、
か
ね
て
よ
り
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
民

間
セ
ク
タ
ー
の
役
割
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
の
事
例
の
一
つ
と
し
て

P
F
ー
に
よ
る
病
院
建
設
が
有
名
だ
が
、
吋

N
H
S
計一例」

に
お
い
て
は
、
民
間
セ
ク
タ
ー
の
積
極
利
用
、
公
私
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
な
ど
が
、
よ
り
ま
左
テ

i
マ
と
し
て
強
調
さ
れ
も
叫

こ
の
傾
向
は
現
在
に
主
つ
で
も
よ
り
強
め
ら
れ
て
お
り
、
二

O
O
一
一
年
九
月
の
労
働
党
大
会
の
淡
説
で
も
、
蔵
相
で
あ
る

G
・
ブ
ラ
ウ
ン

が、

N
H
S
に
お
け
る
民
間
セ
ク
タ
ー
利
用
の
恭
一
本
万
針
を
貫
く
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
明
言
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
の

N
H
S改
京
が
、
九
七
年
白
書
か
ら
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
「
協
働
」
の
シ

ス
テ
ム
へ
の
改
革
を
依
然
と
し
て
基
調
と
し
つ
つ
も
、

一
万
で
は
、
資
金
の
確
保
、
介
入
の
範
囲
の
拡
大
と
い
う
点
に
お
い
て
、
間
家
へ

の
ベ
ク
ト
ル
を
よ
り
強
め
て
お
り
、
他
方
で
は
、
民
間
セ
ク
タ
ー
と
の
よ
り
積
械
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

市
場
へ
の
ベ
ク
ト
ル
も
よ
り
強
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
の

N
H
S改
革
は
、
従
来
期

N
H
S
の
中
央

集
権
的
・
供
給
者
優
位
の
体
制
や
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
矧
の
内
部
市
場
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
を
、
分
権
的
・
自
体
的
で
あ
り
つ
つ
も
集
合
的

に
忠
者
の
ニ

i
ド
を
満
た
し
て
い
こ
う
と
す
る
「
協
働
」
の
シ
ス
テ
ム
で
克
服
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
最
近
は
、

同
び
出
家
の
役
割
や
市
場
の
役
割
で
そ
れ
を
補
完
し
て
い
く
と
い
う
志
向
を
明
織
に
し
つ
つ
あ
る
と
誌
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
志
向
は
、
目
標
達
成
の
た
め
の
補
完
関
係
を
生
み
出
す
が
、
他
方
で
、
例
え
ば
分
権
化
と
集
権
化
と
の
間
で
の
緊
張
関
係
も

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
同
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
二
・
完
)
(
近
藤
)

九
九
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同
時
に
生
み
出
す
。
ベ
イ
ト
ン
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ

l
・
ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ
な
ど
へ
の
分
権
化
の
志
向
と
、
コ
ス
ト
効
果
的
な
ケ
ア
管
理
を

A
M
~
 

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
で
行
、
つ
こ
と
と
は
、
そ
も
そ
も
両
立
不
可
能
で
あ
り
、
大
き
な
緊
張
を
は
ら
ん
で
い
る
と
諭
じ
て
い
る
。
こ
の
点

は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
の
イ
ギ
リ
ス
福
祉
問
家
改
革
の
持
つ
位
相
及
び
展
望
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
次
節
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

さ
て
、
現
在
も
な
お
、
こ
こ
で
見
た
よ
う
な
「

N
H
S
の
モ
ダ
ナ
イ
ゼ

i
シ
ヨ
ン
」
の
試
み
は
進
行
中
で
あ
り
、
二

O
O
一
年
に
は
「
医

療
お
よ
び
社
会
的
ケ
ア
法
二

O
O
一
」
が
成
立
、
ま
た
「

N
H
S
改
革
お
よ
び
医
療
ケ
ア
職
業
法
案
」
が
提
出
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
の

N
H
S改
革
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
実
現
す
る
か
に
つ
い
て

評
価
す
る
た
め
に
は
、
今
し
ば
ら
く
の
時
間
が
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
そ
の
改
革
の
過
程
を
見
る
限
り
、

N
H
S改
革

に
お
い
て
も
年
金
改
革
同
様
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
・
理
念
が
よ
り
具
体
的
な
制
度
・
政
策
変
容
へ
と

具
体
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
単
な
る
福
祉
国
家
の
「
維
持
」
と
も
「
縮
小
」
と
も
捉
え
ら
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
従

来
型
福
祉
国
家
へ
の
回
帰
と
も
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
の
単
純
な
継
承
と
も
捉
え
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
、
新
た
な
福
祉
国
家
の
変
谷
を
生
み

出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
ブ
レ
ア
政
権
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
家
の
変
容

の
全
体
像
を
整
期
一
す
る
と
と
も
に
、

ア
イ
デ
ア
・
理
念
に
よ
る
「
構
築
」
の
観
点
も
含
め
て
、
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
。

仲
間
開
三
府
即

変
容
の
過
程
と
位
相

前
節
ま
で
、
ブ
レ
ア
政
権
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
福
祉
問
家
の
変
容
に
関
し
て
、
主
に
年
金
と
医
療
の
領
域
に
焦
点
を
定
め
な
が
ら
、

そ
の
理
念
的
・
具
体
的
な
諸
相
を
見
て
き
た
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
考
察
の
材
料
と
し
て
、
①
そ
の
変
容
の
過
程
と
ア
イ
デ
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4 ーーサッチャリズム

による構築
構築

② 

フレーミング、パス形成

共鳴般の構築

(アイデア・理念の挺起:

個人主義を踏まえた連，;別企の再生)

ア
・
理
念
と
の
関
わ
り
を
整
理
し
、
①
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
は
ど
の

よ
う
な
性
格
の
も
の
へ
と
変
脊
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
の
か
、
そ
の
位
相
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。

)
 

-(
 
変
容
の
過
程

主体の構築: (C S Jなどによる媒介)

影響・制約: (サッチャリズムとの連続性)

① 

国 3-3

こ
こ
ま
で
の
分
析
に
お
い
て
基
擦
と
な
っ
て
き
た
方
法
は
、
第
一
章
で
提
起
し

た
、
ア
イ
デ
ア
・
現
念
を
中
心
的
要
素
と
す
る
構
築
主
義
の
理
論
で
あ
っ
た
c

す

な
わ
ち
、

一
十
刀
に
政
策
・
制
度
形
成
を
目
指
す
政
治
的
主
体
を
、
他
方
に
社
会
的

ア
イ
デ
ア
・
理
念
を
媒
介
と
し
た
相
虻
の
構
築
関

構築

基
盤
(
一
一
首
説
構
造
)
を
置
き
、

係
か
ら
政
策
・
制
度
の
形
成
・
変
化
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
本
稿

の
分
析
の
場
合
、
そ
の
政
治
的
主
体
に
は
、
ブ
レ
ア
を
庁
相
と
す
る
労
働
党
政
府

が
酸
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ブ
F

レ
ア
政
権
期
の
イ
ギ
リ
ス
福
祉
問
中
氷
に
関
し
て
、

こ
れ
ら
の
相
互
の
構
築
の
作
用
の
観
点
か
ら
、
政
策
・
制
度
の
変
容
を
こ
れ
ま
で

検
討
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
と
、
図

3
1
3
の
よ

う
に
な
る
ο

ま
ず
社
会
的
基
盤
か
ら
政
治
的
主
体
へ
と
向
け
た
、
①
の
ベ
ク
ト
ル
に
つ
い
て
。

こ
の
議
論
の
前
提
と
し
て
注
意
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
の
社

会
的
基
盤
も
ま
た
、
所
与
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
単
な
る
社
会
的
・

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
会
コ
・
完
)
(
近
藤
)

。
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経
済
的
変
創
作
に
規
定
さ
れ
た
形
で
の
み
変
化
す
る
も
の
で
も
な
く
、
以
前
の
フ
レ

l
ミ
ン
グ
過
殺
を
経
て
政
治
的
に
構
築
さ
れ
た
性
格
を

持
つ
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
プ
レ

i
ミ
ン
グ
を
行
っ
た
主
体
と
し
て
、
サ
ッ
チ
ャ

i
保
守
党
政
府
も
.
定
の
影
響
力
を
及
ぼ

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
変
符
・
構
築
を
受
け
た
社
会
的
基
盤
の
一
一
己
批
構
造
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か

そ
の
特
徴
は
、

H
-
デ
ィ

i
ン
の
一
げ
葉
を
借
り
て
一
で
表
現
す
れ
ば
、
「
市
民
は
も
は
や
福
祉
問
家
の
頼
り
な
い
受
給
者
で
は
な
く
、
吋
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な

-
話

消
費
者
」
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
様
々
な
福
祉
政
策
に
お
い
て
も
、
質
や
効
本
性
へ
の
志
向
を
持
ち
、

PH由
な
選

択
を
求
め
る
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。

同
時
に
、
社
会
的
性
待
機
に
お
い
て
は
、
福
祉
問
家
政
策
内
部
で
の
支
持
構
造
の
変
化
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
失
業
給
付
や
年

金
な
ど
の
社
会
保
障
を
悶
家
的
に
保
証
す
る
こ
と
の
必
要
性
へ
の
文
持
が
低
下
、
あ
る
い
は
低
い
レ
ベ
ル
で
維
持
さ
れ
る
一
方
で
、
医
療
・

保
健
に
関
し
て
は
そ
の
同
家
的
運
営
へ
の
支
持
が
依
然
と
し
て
高
い
と
い
う
点
で
、
政
策
ご
と
に
社
会
的
基
盤
の
一
一
行
説
構
造
が
異
な
る
状

況
も
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
c

こ
れ
ら
の
子
一
口
説
構
造
か
ら
の
影
響
・
制
約
を
受
け
つ
つ
、
政
治
的
主
体
と
し
て
の
ブ
レ
ア
労
働
党
は
、
政
策
課
題
を
設
定
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
福
祉
凶
家
政
策
全
体
に
関
し
て
、
い
か
に
個
人
の
選
択
に
応
え
、
質
や
効
本
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
か
が
間
わ
れ

た
。
ま
た
そ
の
課
題
を
、
社
会
保
障
政
策
に
お
い
て
は
税
l
給
付
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
問
家
的
一
円
分
配
を
縮
小
す
る
か
た
ち
で
、
阪
療
・
保

健
政
策
に
お
い
て
は
悶
家
的
再
分
配
を
維
持
す
る
か
た
ち
で
達
成
す
る
こ
と
が
、
政
策
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
労
働
党
政

山
川
は
、
こ
れ
ら
の
相
違
を
踏
ま
え
つ
つ
総
社
国
家
全
般
に
閲
し
て
一
貫
し
た
処
方
選
を
描
く
た
め
に
は
、
川
家
か
市
場
・
民
間
か
と
い
う

選
択
で
は
な
く
(
そ
の
選
択
を
し
た
場
合
、
い
ず
れ
に
し
ろ
年
金
か
医
療
の
ど
ち
ら
か
は
、
社
会
的
基
盤
の
要
請
に
反
し
て
し
ま
う
)
、

開
家
で
あ
れ
市
場
・
民
間
で
あ
れ
適
用
可
能
な
、
あ
る
い
は
国
家
i
市
場
・
民
間
と
い
う
つ
項
対
交
を
超
え
た
、
一
制
祉
供
給
の
論
期
一
を
作



り
出
す
必
要
性
に
も
迫
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
c

同
時
に
、
こ
の
課
題
に
対
応
す
る
政
策
ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
形
成
の
際
に
は
、
単
な
る
制
約
や
影
響
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
、
よ
り
積
極

的
な
主
体
構
築
の
局
面
も
内
在
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
そ
の
形
成
過
程
を
追
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
・
斑
念
は
、
も
と
も
と

市
民
社
会
内
に
あ
る
知
識
人
層
や
シ
ン
ク
・
タ
ン
ク
な
ど
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
C
S
Jと
い
う
労
働
党

と
関
わ
り
の
深
い
委
員
会
に
お
い
て
討
議
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
出
家
の
領
域
へ
と
ス
ピ
ル
・
オ
ー
バ
ー
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
政
治
的
主
体
と
し
て
の
ブ
レ
ア
労
働
党
の
基
本
政
策
が
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
市
民
社
会
に
あ
る
言
説
構
造
か
ら
の
影
響

ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
要
素
を
媒
介
項
と
し
な
が
ら
、
ブ
レ
ア
労
働
党
と
い
う
政
治
的
主
体
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
而
も
あ
る
。

に
よ
り
、

以
上
が
、
社
会
的
基
盤
や
市
民
社
会
の

Ad説
構
造
に
よ
る
、
国
家
内
の
政
治
的
主
体
へ
の
制
約
・
影
響
・
構
築
と
い
う
、
舎
の
ベ
ク
ト

ル
に
関
す
る
側
凶
で
あ
る
つ
し
か
し
、
取
に
こ
の
ベ
ク
ト
ル
の
み
で
政
策
変
化
が
進
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
ブ
レ
ア
労
働
党
は
社
会
的
悲
盤

の
単
な
る
「
受
け
予
」
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
社
会
的
基
盤
や
吉
説
構
造
が
、
サ
ッ
チ
ャ

l
保
守
党
に
よ
る
「
パ
ス
形
成
」
の

結
果
で
も
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
ブ
レ
ア
労
働
党
を
サ
ッ
チ
ャ

i
保
守
党
の
単
な
る
継
泳
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た
過
程
ゆ
え
に
、
そ
の
福
祉
関
山
本
改
革
が
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
か
ら
の
連
続
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
械
か
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
の
議
論
に
お
い
て
は
、
ブ
レ
ア
政
府
か
ら
社
会
的
基
盤
へ
と
向
け
た
ベ
ク
ト
ル
、

つ
ま
り
政
治
的
主
体
に

よ
る
積
極
的
な
共
鳴
盤
構
築
の
側
出
も
ま
た
軍
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ブ
レ
ア
政
府
に
お
け
る
福
祉
凶
家
改
革
に
お

い
て
は
、
サ
ッ
チ
ャ

1
保
守
党
と
の
差
異
も
ま
た
、
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
②
の
ベ
ク
ト
ル

に
つ
い
て
整
現
し
よ
う
。

(凶
3
1
3
参
照
)
の
存
在

⑤
の
ベ
ク
ト
ル
に
お
い
て
は
、
政
治
的
主
体
の
側
が
そ
の
ア
イ
デ
ア
・
殿
念
を
用
い
て
、
社
会
的
基
盤
に
対
し
て
プ
レ

i
ミ
ン
グ
を
行

い
、
そ
れ
ら
を
共
鳴
盤
と
し
て
積
械
的
に
構
築
し
、
自
ら
の
提
起
す
る
改
革
に
布
利
な
機
会
構
造
を
い
か
に
作
り
仁
げ
て
い
く
か
が
間
わ

現
代
イ
ギ
リ
ス
制
祉
岡
山
本
の
変
符
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
二
・
完
)
(
近
藤
)

一O
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れ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
政
治
的
主
体
は
、
社
会
的
基
盤
や
言
説
空
間
を
単
に
反
映
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
共
鳴
の
獲
得
が
可
能
な
範

闘
で
の
独
自
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
を
提
起
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
の
福
祉
関
家
改
革
に
お
い
て
は
、
質
や
効
率
性
、
倒
人
の
選
択
を
求
め
る
社
会
的
基
盤
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
受

け
入
れ
つ
つ
も
、
独
自
の
社
会
的
公
正
の
概
念
を
付
加
し
た
ア
イ
デ
ア
・
埋
念
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
へ
の
共
鳴
盤
を
構
築

す
る
過
程
が
存
夜
し
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
で
い
え
ば
、
社
会
保
障
改
事
に
お
け
る
「
包
摂
」
「
社
会
的
排
除
」
の
ア
イ
デ

ア
・
理
念
や
、
年
金
改
革
に
お
け
る
「
倒
人
主
義
・
自
己
利
益
に
基
づ
い
た
連
指
性
」
、

N
H
S改
革
に
お
け
る
「
協
働
」
な
ど
が
そ
れ

に
当
て
は
ま
る
。
こ
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
一
方
で
は
サ
ッ
チ
ャ

l
保
守
党
と
の
連
続
性
を
受
け
つ
つ
も
、
他
方
で
は
サ
ッ
チ
ャ

l

保
守
党
と
の
差
異
を
作
り
出
し
つ
つ
、
自
ら
に
共
鳴
す
る
辛
口
説
構
造
を
構
築
し
、
改
革
を
可
能
に
し
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
社
会
的
基
盤
が
求
め
る
選
択
の
自
由
や
そ
の
前
提
と
し
て
の
選
択
肢
の
拡
大
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
や
効
率
性
と
い
っ
た
志
向

に
直
耐
し
て
、
そ
れ
ら
を
単
に
個
人
主
義
的
な
「
消
費
者
」
や
「
競
争
」
の
ア
イ
デ
ア
・
瑚
念
に
よ
っ
て
の
み
共
鳴
を
獲
得
す
る
の
で
は

な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
志
向
を
否
定
す
る
の
で
も
な
く
、
個
人
主
義
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
出
発
点
と
し
た
集
合
性
、
連
帯
性
、

協
働
の
再
生
と
い
う
ア
イ
デ
ア
・
理
念
を
積
極
的
に
提
示
し
た
。
そ
の
連
帯
性
の
再
生
と
い
う
側
副
は
、
「
参
加
」
や
「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ

リ
テ
イ
」
と
い
っ
た
テ

l
マ
と
も
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
サ
ツ
チ
ャ

i
保
守
党
と
の
差
異
を
作
り
出
す
か
た
ち
で
の
共
鳴
擦
の
構

築
1
1
1

プ
レ

l
ミ
ン
グ
1
1
1
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
は
、
政
策
変
化
へ
の
支
持
基
盤
を
獲
得
す
る
た
め
の
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
が
持
つ
意
義
を
包
摂
し
た
様
々
な
政
策
へ
と
共
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
本
稿
で
取
り

k
げ
た
事
例
で
言
え
ば
、

年
金
政
策
に
お
け
る
「
ス
テ

i
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
」
や
、

N
H
S
に
お
け
る
「
協
働
」
「
統
合
化
さ
れ
た
ケ
ア
」
は
、
こ
れ
ら
の
フ
レ

i

ミ
ン
グ
戦
略
の
結
果
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
政
策
と
い
え
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
社
会
的
恭
盤
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
個
人
主
義
的
な
三
口



説
構
造
を
踏
ま
え
る
と
同
時
に
、
単
な
る
偶
人
化
H
市
場
化
と
い
う
形
で
は
な
く
、
ス
テ

l
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ

i
ム
と
い
う
、
個
人

主
義
に
基
づ
き
つ
つ
も
そ
こ
か
ら
の
自
発
的
な
連
情
性
の
契
機
を
章
一
視
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
目
指
さ
れ
た
υ

後
者
に
お
い
て
は
、
国

家
的
給
付
を
支
持
す
る

a

万
で
質
や
効
率
性
の
向

k
を
求
め
る
一
一
パ
説
構
造
に
対
し
て
、
単
な
る
同
家
化
や
市
場
化
で
は
な
く
、
協
働
に
基

づ
く
ガ
パ
ナ
ン
ス
構
造
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
政
治
的
主
体
が
社
会
的
基
盤
の
討
説
を
単
に
反
映
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
、
白
ら
の
ア
イ
デ
ア
・

理
念
の
提
起
に
基
づ
い
て
積
械
的
に
共
鳴
盤
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
フ
レ

i
ミ
ン
グ
過
程
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ブ

レ
ア
政
府
に
お
け
る
福
祉
国
家
改
革
は
可
能
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
は
、
自
ら
の
提
起
す
る
福
松
国
家
改
革
を
推
進
す
る
過
程
に
お
い
て
、
積
械
的
に
社
会
的
な
言
説
空
間
へ
の
働
き

か
け
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
の
フ
レ

i
ミ
ン
グ
戦
略
は
あ
る
程
度
意
同
的
に
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
特
に
年
金
改
革
に
顕

若
な
事
例
で
あ
る
が
、
そ
の
改
革
の
過
程
に
お
い
て
は
、
総
書
や
協
議
文
書
(
内

S
E
E
-
S
汚
名
目
同
)
を
通
じ
て
の
市
民
へ
の
問
い
か
け

つ
ま
り
、
ま
ず
自
ら
の
政
策
ア
イ
デ
ア
・
理
念
を
具
体
的
な
形
で
緑
書
や
協
議
文
書
の
形
で
ま

と
い
う
ス
テ
ッ
プ
が
常
に
最
視
さ
れ
た
。

と
め
、
市
民
社
会
の
一
当
証
空
間
に
対
し
て
問
、
つ
と
い
う
過
程
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
レ
ア
首
相
白
ら
地
方
を
行
脚
し
、
自
ら
の
提
起
す
る
描

祉
関
家
改
革
が
な
ぜ
必
要
か
を
説
く
と
と
も
に
、
参
加
者
か
ら
意
見
を
開
い
て
刷
る
と
い
う
試
み
も
注
目
を
集
め
た
(
者
向

5
5
m
g注目

一
辺
町

出
町
。
宅
)
。
こ
れ
ら
の
試
み
が
、
政
府
と
市
民
社
会
と
の
間
の
「
対
話
」
や
「
討
議
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
え
た
か
に
つ
い
て
は
疑
問

の
戸
も
あ
が
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
市
民
社
会
に
対
す
る
フ
レ

i
ミ
ン
グ
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

一
冊
目

否
定
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

A

定
の
役
割
を
来
た
し
た
こ
と
を

以
上
の
よ
う
に
、
ブ
レ
ア
政
権
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
は
、
政
治
的
主
体
と
社
会
的
基
椴
・
一
一
一
一
川
説
構
造
と
の
問
で
の
相

互
の
構
築
関
係
の
中
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
過
程
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
福
祉
国
家
の
変
容
は
、
出
平

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
問
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
二
一
・
完
)
(
近
藤
)

0 
:LJ: 
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に
社
会
的
基
盤
に
規
定
さ
れ
た
変
容
/
維
持
を
超
え
、
サ
ツ
チ
ャ
リ
ズ
ム
か
ら
の
連
続
耐
と
そ
れ
か
ら
の
完
異
と
の
両
方
を
内
包
し
つ
つ
、

そ
れ
ら
を

J

貫
し
た
福
祉
供
給
の
論
珂
の
下
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
新
た
な
福
祉
岡
山
本
像
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

J
-

ニュ

l
マ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
変
容
に
つ
い
て
、
「
市
い
福
祉
同
家
の
吋
受
動
性
』
と
は
対
照
的
に
、
個
人
的
責
任
と
機
会
を
促
進
す
る
こ

と
」
に
よ
る
「
福
祉
国
家
の
丈
化
・
態
度
・
実
践
に
お
け
る
根
本
的
変
化
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
構

築
の
過
程
を
経
て
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
同
家
は
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
へ
と
転
換
し
て
い
る
と
解
釈
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
次
項
の
論
点

は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

(2) 

変
容
の
位
相

ブ
レ
ア
政
権
期
の
福
祉
関
家
の
変
容
に
関
し
て
、
一
貫
性
の
あ
る
位
和
を
描
く
こ
と
は
困
難
な
課
題
に
見
え
る
。
そ
の
耐
難
性
の
原
因

は
、
そ
れ
が
サ
ッ
チ
ャ

i
保
守
党
か
ら
の
連
続
性
と
断
絶
性
と
の
両
方
を
内
包
し
て
い
る
点
に
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
政
策
領
域
ご
と
に

基
本
的
ス
タ
ン
ス
の
相
違
も
内
包
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
年
金
な
ど
の
社
会
保
障
政
策
に
お
い
て
は
岡
山
本
的
再
分
配

N
H
S
に
お
い
て
は
国
家
的

A

拘
分
配
の
維
持
な
い
し
は
拡
大
を
志
向
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

の
縮
小
を
目
指
し
、

変
容
は
、
縮
小
・
維
持
・
拡
大
と
い
う
量
的
指
標
を
前
提
と
し
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
単
一
の
結
論
に
も
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
政
策
領
域
ご
と
で
の
相
違
を
受
け
入
れ
、
年
金
・
医
療
・
福
祉
と
い
っ
た
政
策
領
域
ご
と
に
公
/
私
の
役
割
分

吋
問
山

担
を
見
演
す
試
み
と
し
て
の
新
し
さ
を
、
そ
の
変
容
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
、

一
方
で
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
社
会
保
障
の
よ

う
な
現
金
給
付
か
ら
、
医
療
・
福
祉
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
給
付
へ
と
そ
の
重
点
を
移
す
と
い
う
観
点
か
、
り
す
れ
ば
、
そ
こ
に
重
要
な
福
祉

三
郎
}

国
家
の
転
換
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
ブ
レ
ア
政
府
は
一
貫
し
て
「
倒
人
」
の
自
立
・
自
律
へ
の
援
助
を
そ
の
基

一
品
一

本
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
基
盤
へ
の
持
分
配
1
1
1
例
え
ば
、
児
童
給
付
、
教
育
、
職
業
訓
練
、
医
療
ー
ー
ー
に
は
積
極
的
だ
が
、
そ



れ
以
外
の
再
分
配
(
失
業
給
付
な
ど
)
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
後
者
を
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
前
者
へ
の
再
分
配
の
リ
ソ
ー
ス
に
充
て
よ

う
と
し
て
い
る
と
い
う
結
論
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
ブ
レ
ア
政
府
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
課
題
が
、
先
に
述
べ
た
連
続
性
と
断
絶
性
と
を
、
ま
た
、
政
策
領
域
ご
と
の
ス
タ
ン
ス
の

相
違
を
、
一
蹴
し
た
ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
下
に
ま
と
め
た
、
新
た
な
福
祉
供
給
の
論
理
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の

試
み
を
、
同
家
あ
る
い
は
再
分
配
の
縮
小
か
維
持
か
拡
大
か
と
い
う
軸
、
あ
る
い
は
国
家
市
場
・
民
間
と
い
う
二
項
対
立
だ
け
で
な
く
、

新
た
な
評
価
の
基
準
で
照
ら
す
こ
と
も
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
試
み
の
中
で
、
ブ
レ
ア
政
権
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
福
祉
凶
家
の

変
容
の
位
相
が
姿
を
現
し
、
そ
の
変
容
が
持
つ
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

き
た
い
。

福
祉
出
家
改
革
の
過
程
に
お
け
る
フ
レ

i
ミ
ン
グ
戦
略
の
中
で
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
を
降
度
確
認
す
れ
ば
、
「
自

己
利
話
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
再
構
築
し
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
納
税
者
に
か
け
る
コ
ス
ト
を
抑
え
つ
つ
、
普
一
通
性
を
維
持

す
る
」
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た

0

・
本
稿
の
中
で
も
と
り
あ
げ
て
き
た
よ
う
に
、
偶
人
の
選
択
や
自
己
利
益
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
と
い
っ

た
社
会
的
基
盤
に
お
け
る
志
向
の
変
化
に
対
応
し
つ
つ
、
福
祉
関
家
財
政
を
軽
減
す
る
た
め
に
サ
ー
ビ
ス
供
給
の
効
率
性
を
高
め
、
さ
ら

に
、
サ
ッ
チ
ャ

l
保
守
党
と
の
差
異
性
を
生
み
出
す
た
め
に
も
、
社
会
正
義
・
社
会
的
公
正
の
観
点
か
ら
、
福
祉
の
持
泌
性
や
連
帯
性
を

再
構
成
す
る
と
い
う
閑
難
な
課
題
が
、
フ
レ

l
ミ
ン
グ
戦
略
、
つ
ま
り
社
会
的
共
鳴
般
の
構
築
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
と
な
っ
た
。

H
-
一アィ

l
ン
は
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
以
後
の
社
会
的
蒸
盤
の
言
説
構
造
に
関
し
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
な
ど
に
恭
づ
い
て
分
類
を

試
み
て
い
る
。
そ
の
結
来
、
①
経
済
的
側
人
主
義
、
②
道
徳
的
普
遍
主
義
、
③
道
徳
的
権
威
主
義
、
④
保
守
主
義
的
共
同
体
主
義
か
ら
な

る
問
象
限
の
闘
を
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
、
②
社
会
民
主
恒
義
、
③
新
保
守
主
義
、
③
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
を
対

明

γ
v

(閑

3
1
4
)
。
デ
ィ

i
ン
は
、
各
討
説
構
造
に
属
す
る
人
々
の
割
合
を
実
際
に
調
査
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
①

応
さ
せ
て
い
る

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
符
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
三
・
完
)
(
近
燦
)

一O
七
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0

イギリスにおける道徳的レパートリーの分類

裁体的
構成約

4 図3

斤¥
ζJ 

道徳的普通主義

(社会民主主義)

④ 

保守的共同体主義
(キリスト教民 j:主義)

① 

経済的{間人主義

(ネオ・リベラル)

③ 

道徳的権威主義

(新保守主義)

。
J¥.. 

ー
④
の
い
ず
れ
も
単
独
で
は
、
改
革
を
主
導
す
る
基
盤
を
形
成
す
る
多
数

派
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
①
1
④
の
中
の
複
数
の
設
は
説

を
接
合
す
る
試
み
が
政
治
的
主
体
に
は
諜
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え

ば
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
は
、
①
経
済
的
個
人
主
義
と
③
道
徳
的
権
威
主
義
と

(
間
一

を
接
合
す
る
戦
略
と
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
把
握
を
基
に
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府

の
場
合
に
は
、
上
記
の
課
題
設
定
か
ら
し
て
、
ま
た
、
本
稿
で
行
っ
た
こ

日.Deall， Poverty， Richesωld SOCIlll Citizenship， p.95. 

れ
ま
で
の
議
論
か
ら
し
て
も
、
①
経
済
的
側
人
主
義
と
、
②
道
徳
的
普
遍

主
義
と
の
接
合
に
よ
っ
て
、
一
向
者
を
共
鳴
盤
と
し
て
構
築
し
よ
う
と
い
う

つ
ま
り
、
個
人
主
義
的
一
一
立
況
を
受
け
入
れ

試
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
つ
、
他
方
で
連
帯
性
の
可
能
性
も
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
①
①
の

両
者
を
接
合
し
た
共
鳴
盤
を
構
築
す
る
と
い
う
フ
レ

l
ミ
ン
グ
戦
略
で
あ

る。
こ
の
プ
レ
!
ミ
ン
グ
戦
略
を
可
能
と
し
た
ア
イ
デ
ア
・
理
念
こ
そ
が
、

一
万
で
、
個
人
主
義
的
な
志
向
を
受
け
入
れ
、
他
方
で
連
帯
性
を
追
求
す

る
ア
イ
デ
ア
・
理
念
、

つ
ま
り
「
個
人
主
義
に
基
づ
い
た
自
発
的
連
帯
性
」

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
政
の
第
一
郎
で
取
り
上
げ
た
、

F
-
フ
ィ

l

ル
ド
の
「
社
会
的
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
」
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
に
代
表



さ
れ
る
も
の
で
あ
る
c

そ
の
中
で
は
、
自
己
利
誌
を
前
提
と
し
た
自
発
的
な
連
帯
性
の
再
構
築
に
基
づ
く
「
個
人
主
義
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

の
両
立
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。

金
改
不
に
お
い
て
は
、
偶
人
主
義
的
な
積
立
方
式
へ
の
移
行
が
、

こ
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
の
福
祉
改
革
の
基
軸
と
な
り
、
様
々
な
福
祉
国
家
政
策
へ
と
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
年

ス
テ

l
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
と
い
う
集
合
性
・
連
帯
性
を
備
え
た
年
金
ス

キ
i
ム
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
ま
た

N
H
S改
本
に
お
い
て
も
、
各
医
療
組
織
の
自
律
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
患
者
の
ニ

l
ド
に

応
え
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
の
医
療
組
織
問
の
個
人
主
義
的
な
「
競
争
」
で
は
な
く
、
連
帯
的
な
「
協
働
」
を
設
立
さ
せ
、
中
4
挙
者
間
の
協
議

に
よ
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
形
成
な
ど
を
通
じ
て
、
よ
り
患
者
の
ニ

i
ド
に
対
応
し
う
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ピ
リ
テ
ィ
を
保
証
し
よ
う
と
し
て
い

る
点
な
ど
に
、
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
・
理
念
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ア
イ
デ
ア
・
現
念
を
契
機
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
の
位
相
を
描
く
上
で
重
要
な
示
唆

を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
年
金
改
革
や

N
H
S改
本
を
中
心
と
し
て
本
稿
が
描
い
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
は
、
ど
の
よ
う
な
位
相
へ
と

変
容
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
内
…
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
そ
の
変
容
の
新
し
き
ゃ
イ
ン
パ
ク
ト
、
今
後
の
展
望
を
測
る

た
め
の
有
効
な
手
段
と
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず

M
-
I
・
リ
ッ
ク
パ
ッ
ク
/

A
・
セ
リ
グ
マ
ン
に
よ
る
社
会
秩
序
研
究
を
参
照
し
た
い
。

彼
ら
の
議
論
は
、
社
会
秩
序
問
題
と
い
う
社
会
科
学
上
の
大
き
な
テ
!
マ
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
ブ
レ
ア
政
府
の
福
祉
国
家

改
革
を
読
み
解
く
際
に
も
示
唆
的
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
社
会
秩
序
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決

す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
の
下
で
、
そ
れ
ら
の
秩
序
の
形
成
が
自
発
的
か
条
件
依
存
的

(
2
5
D
m
g
c
か
を
縦
軸
と
し
、
社
会
秩
序
問

題
に
包
摂
さ
れ
る
人
々
が
、
そ
の
状
況
や
解
決
に
関
し
て
の
熟
議
に
参
加
す
る
か
ど
う
か
(
計
一
倒
的
i
非
計
雨
的
)
を
横
軸
と
し
た
問
象

限
の
関
を
描
く
(
凶
3
i
5
)
。
そ
の
結
果
、
社
会
秩
序
問
題
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
、
市
場
(
白
発
的
・
非
計
一
閥
的
)
、
契
約
(
自
発

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
会
一
一
・
完
)
(
近
藤
)

一O
九
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社会秩序問題の諸解決図3-5

熟議

計画的秩序非計爾的秩序

契約市場自発的秩序

ハイラーキーコミュニティ

存在論

条件依存的秩序

一一

O

的
・
計
画
的
)
、

出所:M. I. Lichbach and A. Seligman， Market and Community， p.38. 

(
条
件
依
存
的
・
非
計
閥
的
)
、
ハ
イ
ラ
l
キ
1

「

M
州
U

V

の
四
つ
の
論
理
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

ブ
レ
ア
政
府
の
福
祉
国
家
改
革
を
、
上
記
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
・
理
念
の
把
握
に
も

基
づ
き
つ
つ
こ
の
四
象
限
の
中
に
位
置
付
け
て
み
る
と
、
そ
れ
が
持
つ
位
相
を
明
確
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
「
集
合
的
に
自
身

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

条

件
依
存
的
・
計
画
的
)

の
社
会
を
計
画
す
る
個
人
」
か
ら
な
り
、
そ
れ
ら
の
諸
個
人
が
契
約
や
同
意
に
よ
っ
て
、

最
終
的
に
は
社
会
秩
序
を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
「
契
約
」
の
象
限
で
あ
ヲ
匂
こ
の
「
契

約
」
の
論
理
は
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
性
格
を
持
ち
、
そ
の
中
で
は
、
協
同
へ
の
潜
在

的
可
能
性
を
持
っ
た
諸
個
人
間
で
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
関
係
が
重
視
さ
れ
、
そ
れ

が
社
会
問
題
解
決
の
た
め
の
諸
制
度
を
生
み
出
す
と
さ
れ
守
与
し
た
が
っ
て
、
「
契
約
」

と
一
言
っ
て
も
、
い
わ
ば
「
社
会
契
約
」
的
な
性
格
を
持
っ
た
論
理
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ブ
レ
ア
政
府
の
福
祉
国
家
改
事
に
お
い
て
は
、
個
人
主
義
を

受
け
入
れ
つ
つ
も
そ
の
自
発
的
参
加
に
よ
っ
て
連
帯
性
・
集
合
性
を
形
成
す
る
と
い
う

ア
イ
デ
ア
・
理
念
が
鍵
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ス
テ
l
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
や
協
働

シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
医
療
と
い
っ
た
社
会
保
障
・
福
祉
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
の
改
革
を

こ
の
四
象
限
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
た
場
合
、
そ
れ
ら
は
「
自
発
性
」
と
「
計
踊
性
」

を
そ
の
特
徴
と
す
る
「
契
約
」
の
論
理
を
基
本
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ら
}
そ
の

こ
と
は
、
例
え
ば
ブ
レ
ア
政
府
が
そ
の
福
祉
国
家
改
革
の
基
本
方
針
と
し
て
公
表
し
た



叫
開
設
の
タ
イ
ト
ル
が
、
「
私
た
ち
の
閣
の
た
め
の
新
し
い
大
志
1
1
1
福
祉
の
た
め
の
新
し
い
契
約
』

的
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
一
方
で
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
的
な
「
市
場
」
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
ず
、
逆
に
中
央
集
権
的
な
岡
家
的
コ
レ
ク
テ
イ

ヴ
イ
ズ
ム
が
持
っ
た
「
ハ
イ
ラ
1
キ
i
」
の
論
理
に
も
対
抗
し
た
位
相
が
、
そ
の
改
革
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
の
改
革

は
、
単
に
国
家
i
市
場
・
民
間
、
あ
る
い
は
拡
大
・
維
持
i
縮
小
と
い
、
つ
二
項
対
立
で
は
捉
え
き
れ
な
い
性
絡
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

(
強
調
筆
者
)

で
あ
る
点
に
も
象
搬

ブ
レ
ア
政
府
に
よ
る
福
祉
国
家
改
革
は
、
こ
の
「
契
約
」
の
位
相
に
軸
足
を
置
い
た
新
た
な
福
祉
国
家
モ
デ
ル
へ
の
展
開
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
単
に
「
契
約
」
の
論
理
の
み
に
よ
っ
て
そ
れ
が
純
化
さ
れ
て
い
る
と
結
論
付
け
る
こ

と
も
尚
早
で
あ
ろ
う
。
リ
ッ
ク
パ
ッ
ク
/
セ
リ
グ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
時
論
理
は
、
単
独
で
は
い
ず
れ
も
線
本
的
に
は
不
完
全
で
あ

り
V

他
の
論
理
に
よ
る
補
完
が
不
可
避
と
な
る
。
ブ
レ
ア
政
府
の
試
み
も
、
「
契
約
」
を
基
調
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
論
理
の
み
で
純
化
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
論
理
を
不
可
避
的
に
流
入
さ
せ
て
い
る
と
設
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
補
完
関
係
と
し
て

不
可
避
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
緊
張
関
係
を
も
生
み
出
す
こ
と
と
も
な
る
。

「
契
約
」
の
論
現
の
持
つ
第
一
の
不
十
分
性
に
つ
い
て
、
リ
ッ
ク
パ
ッ
ク
/
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
諸
俄
人
の
自
己
i
利
益
の
み
で
、
新
た

な
秩
序
を
可
能
と
す
る
集
合
性
が
形
成
さ
れ
る
保
証
が
な
い
点
を
挙
げ
、
そ
の
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
共
通
価
傾
や
同
質
性

に
よ
っ
て
、
相
互
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
構
造
が
必
要
と
な
る
と
す
る
。
こ
の
不
十
分
性
を
補
完
す
る
役
割
を
担
う
の
が
、
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
品
川
理
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
倒
人
の
自
発
性
を
強
調
す
る
「
契
約
」
に
対
し
て
、
そ
こ
に
集
合
性
が
形
成
さ
れ
る
共
通
基

盤
を
与
え
る
存
在
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
論
理
も
、
補
完
的
な
役
割
を
負
、
つ
も
の
と
し
て
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
の
試
み
に
も
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け

N
H
S
改
革
で
は
顕
若
で
あ
り
、
「
協
働
」
を
可
能

と
す
る
集
合
性
の
単
位
と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
「
コ
ミ
ユ
ラ
ア
イ
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ブ
レ
ア
政
府
の
福
祉
国
家
改
革
は
、
「
契

約
」
と
、
そ
の
た
め
の
共
通
基
盤
を
号
え
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
論
理
と
が
結
び
付
け
ら
れ
る
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
と
詰
っ
て
も
よ

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
一
:
完
)
(
近
藤
)
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0
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り
ま
た
こ
の
点
は
、
福
祉
改
本
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ブ
レ
ア
政
府
の
政
策
全
般
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
も
あ
る
。
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
い

う
概
念
は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
を
象
徴
す
る
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
基
づ
く
価
値
や
道
徳
が
強
調

さ
れ
る
場
面
も
多
い
。

し
か
し
、
こ
の
点
は
単
に
補
完
関
係
の
み
な
ら
ず
緊
張
関
係
を
も
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
ブ
レ
ア
政
府
の
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
諸
個
人
の
自
発
的
参
加
に
よ
る
民
主
主
義
的
運
営
を
そ
の
中
に
認
め
る
解
釈
が
あ
る
」
方
で
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
お
け
る
価
値
観
の
強
制
と
い
っ
た
伝
統
的
・
権
威
主
義
的
側
耐
が
強
調
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
原
悶
と
し
て
は
、
ブ
レ
ア

労
働
党
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
概
念
の
中
に
、
自
発
性
を
そ
の
条
件
と
す
る
「
契
約
」
の
論
理
と
、
条
件
依
存
性
を
前
提
と
す
る
「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
」
の
論
理
が
、
補
完
関
係
を
結
ぶ
形
で
混
夜
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
結
果
、
民
主
主
義
性
と
権
威
主
義
性
と
の
間

、
帥
v

で
の
緊
張
も
ま
た
、
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
リ
ッ
ク
パ
ッ
ク
/
セ
リ
グ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
契
約
」
の
論
理
が
持
つ
第
二
の
不
十
分
性
は
、
そ
れ
が
「
パ

i
ゲ
ニ
ン
グ
過
程
の

帰
結
を
説
明
で
き
な
い
」
点
に
あ
ち
つ
ま
り
、
バ

i
ゲ
ニ
ン
グ
過
程
は
常
に
対
等
な
参
加
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
そ
こ
に
は
非
対
等
な
関
係
、

能
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
解
決
さ
れ
、
「
契
約
」
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
常
に
ハ
イ
ラ
i
キ
ー
に
よ
る
「
強
制
」
が
内
包
さ
れ
る
こ
と
に

つ
ま
り
ハ
イ
ラ
1
キ
i
が
常
に
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
対
等
な
参
加
者
の
間
で
は
解
決
不
可

な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
「
契
約
」
の
論
理
は
そ
れ
単
独
で
社
会
秩
序
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
く
、
「
ハ
イ
ラ
i
キ
l
」

拙

の
論
理
に
よ
る
補
完
が
常
に
必
要
と
さ
れ
る
ο

こ
の
点
も
ま
た
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
の
福
祉
国
家
改
革
を
見
る
際
に
は
示
唆
的
で
あ
る
。
年
金
改
革
に
お
け
る
ス
テ
i
ク
ホ
ル
ダ
ー

年
金
で
あ
れ
、

N
H
S
改
革
に
お
け
る
「
協
働
」
で
あ
れ
、
参
加
者
に
よ
る
対
等
な
パ

l
ゲ
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
「
契
約
」
が
成
宣
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
常
に
悶
家
の
意
思
に
よ
っ
て
向
か
う
べ
き
指
針
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
「
ハ
イ
ラ

1
キ
i
」
的
側
面
が



混
入
し
て
い
る
。
年
金
改
革
に
お
い
て
も
N
H
S
改
革
に
お
い
て
も
、
自
律
性
や
協
働
の
シ
ス
テ
ム
が
そ
の
中
核
と
な
っ
た
が
、
他
方
で

そ
れ
ら
は
、
質
や
効
率
性
と
い
っ
た
観
点
か
ら
一
定
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
達
成
を
日
指
す
手
段
で
も
あ
る
た
め
、
「
上
か
ら
」
与
え
ら

れ
た
指
標
が
強
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、

ス
テ
l
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
ス
キ
i
ム
に
お
い
て
厳
格
な
規
制
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、

N
H
S
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

レ
ベ
ル
で
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
強
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
も
述
べ
て
き
た
。
こ
の
点
は
、
と
り
わ
け
N
H
S
改

革
の
場
合
に
は
顕
著
で
あ
り
、
単
に
当
事
者
間
の
「
協
働
」
の
み
に
よ
っ
て
は
思
い
通
り
に
進
ま
な
い
現
状
に
対
し
て
、
国
家
の
介
入
が

強
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

」
れ
ら
の
点
は
、

一
方
で
は
「
契
約
」
や
「
協
働
」
の
失
敗
の
リ
ス
ク
を
悶
家
的
に
制
御
す
る
と
い
う
点
で
、
補
完
関
係
を
な
す
が
、

他
方
、
国
家
か
ら
の
介
入
と
、
自
律
性
を
求
め
る
各
集
団
と
の
間
で
の
緊
張
関
係
も
生
み
出
す
。

D
・マ

i
ク
ア
ン
ド
は
、
ブ
レ
ア
労
働

党
に
内
在
す
る
分
権
化
と
集
権
化
へ
の
志
向
の
並
存
を
、
「
ブ
レ
ア
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
呼
ん
で
注
意
を
喚
起
し
た
が
、
そ
の
福
祉
国

家
改
が
に
お
い
て
も
同
様
の
緊
張
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
・
1

川
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
に
お
い
て
は
、
「
自
発
的
秩
序
」
の
一
つ
で
あ
る
「
契
約
」
の
不
十
分
牲
に
対
し
て
、
「
条
件
依
存
的
秩
序
」
で
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」
と
「
ハ
イ
ラ
l
キ
l
」
の
側
か
ら
の
補
完
が
不
可
避
と
な
る
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
、
同
じ
く
「
自
発
的
秩
序
」

の
論
理
で
あ
る
以
上
、
「
市
場
」
と
の
連
続
性
も
見
逃
せ
な
い
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
契
約
」
も
「
市
場
」
も
、
社
会
秩
序

の
担
い
手
と
し
て
は
「
個
人
」
を
前
提
と
し
、
そ
の
自
発
性
に
依
拠
す
る
。
ブ
レ
ア
政
府
の
福
祉
国
家
改
革
に
お
い
て
も
、

「
例
人
主
義
」

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
な
関
係
が
そ
の
念
頭
に
あ
り
、

ゃ
「
利
己
主
義
」
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
白
発
性
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
の
「
契
約
」
は
、

い
わ
ゆ
る
「
社
会
契
約
」
的
な
意
味
が
強
い
が
、
と
は
い

、え、

a

般
に
契
約
重
視
の
姿
勢
は
市
場
を
強
め
る
側
面
が
あ
る
こ
と
も
者
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
(
例
え
ば

P
F
I
)
。

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
符
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
二
・
完
)
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近
藤
)
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こ
れ
ら
の
連
続
性
は
、
サ
ツ
チ
ャ
リ
ズ
ム
と
の
連
続
性
と
も
相
侠
っ
て
、
ブ
レ
ア
政
府
に
お
け
る
「
市
場
」

へ
の
依
拠
を
生
み
出
し
て

お
り
、
こ
こ
に
も
や
は
り
緊
張
関
係
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
例
え
ば
年
金
改
革
に
お
け
る
ス
テ

l
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
は
、
性

格
的
に
は
い
わ
ゆ
る
「
確
定
拠
出
年
金
」
で
あ
り
、
運
用
の
失
敗
の
リ
ス
ク
は

集
合
性
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
と
は
い
え
)
最
終
的
に

は
個
人
が
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
年
金
改
僚
に
お
け
る
市
場
的
危
う
さ
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た

N
H
S改
市
に

お
い
て
、
ブ
レ
ア
政
府
が
「
内
部
市
場
廃
止
」
を
声
高
に
明
え
つ
つ
も
、
そ
の
一
つ
の
側
面
で
あ
っ
た
「
供
給
者
と
購
入
者
の
分
離
」
に

つ
い
て
は
い
ま
だ
維
持
し
て
い
る
と
い
う
点
も
、
供
給
者
の
側
の
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ヴ

(
自
発
性
)
を
保
つ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
そ
れ
ら
を

取
り
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
側
似
か
ら
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
の
福
祉
国
家
改
革
は
、
「
契
約
」
の
論
理
に
軸
足
を
置
き
つ
つ
も
、
そ
の
論
理
の
み
で
収
束
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
「
ハ
イ
ラ

i
キ
l
」
「
市
場
」
と
い
う
他
の
論
理
に
よ
る
補
完
が
不
可
避
と
な

る
。
ブ
レ
ア
政
府
に
お
い
て
、
公
と
私
と
の
、
あ
る
い
は
悶
家
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
間
で
の
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
の
必
要
性
が
、

J

副
~

各
政
策
領
域
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
c

し
か
し
そ
の
補
完
関
係
は
、
同
時
に
緊
張
関
係
を
も
生
み
出
す
係
悶
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
緊
族
関
係
が
、

ブ
レ
ア
政
府
に
よ
る
改
革

の
現
状
お
よ
び
展
望
に
関
し
て
も
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

J
・
ニ
ュ

i
マ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
福
税
関
門
家
を

間
有
の
対
象
と
し
た
枠
組
を
採
用
し
つ
つ
、
ガ
パ
ナ
ン
ス
論
理
問
に
お
け
る
緊
張
関
係
に
よ
り
焦
点
を
定
め
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
彼

女
は
、
現
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
ガ
パ
ナ
ン
ス
形
態
の
類
型
を
、
図

3
1
6
の
よ
う
に
図
示
す
る
。
そ
の
中
で
は
、
暗
記
異
化
・
分
権
化
i
集
権

化
・
垂
直
的
統
合
を
縦
軸
と
し
、
継
続
性
・
秩
序
l
!
本
新
・
変
化
を
横
軸
と
し
て
と
り
、

や
は
り
四
象
限
に
位
擦
付
け
て
四
つ
の
モ
デ
ル

ー

!
l
ハ
イ
ラ
l
キ
i
・
モ
デ
ル
、
ラ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ

1
ル
・
モ
デ
ル
、

モ
デ
ル

l
l
i
が
提
示
さ
れ
る
。

セ
ル
フ
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
、
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
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政策実験、イノベーション

jt/両j参加l的政府

ネットワー夕、パートナーシップ

|オーブン・システム・モデル i

革新

一…
…

Li{7-~-三日
1 J政織JJの集権化

ヰfIf{的調整

iEEi認や倫理に焦点

総持可能訓性

ニ
ュ
!
マ
ン
は
こ
れ
ら
の
類
却
を
示
し
た
上
で
、
ブ
レ
ア
労
働
党
の

試
み
が
「
分
権
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
政
策
評
価
、
長
期
的
能
力
形

{
明
日

成
、
公
的
参
加
、
民
主
主
義
的
刷
新
を
明
確
に
強
調
〕
し
て
い
る
点
で
、

「
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
」
と
「
セ
ル
フ
・
ガ
パ
ナ
ン
ス

モ
デ
ル
」

へ
の
移
行
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
評

参加
包摂的政治i品料

分j程

巴(，7'竺竺三三日

IlII好:J， Newman. ModernisIng Govemance. p，79をI'，:r修正

似
は
、
本
稿
の
立
場
と
近
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
c

一一ユ

i
マ
ン
の
類
型

は
、
先
に
示
し
た
り
ッ
ク
パ
ッ
ク
/
セ
リ
グ
マ
ン
の
新
制
捜
と
患
な
る
も

の
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
谷
を
見
る
限
り
、
「
契
約
」
(
と
「
コ
ミ
ユ
ニ

テ
イ
」

の
論
理
と
し
て
の
ブ
レ
ア
政
府
の
試
み
は
、
「
オ
ー
プ
ン
・
シ

ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
」
と
「
セ
ル
フ
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
」

の
方
向

へ
の
移
行
の
試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
。

つ
ま
り
ブ
レ
ア
政
府
の
誠

み
は
、
中
央
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
そ
の
性
格
と
す
る
「
ハ
イ
ラ

l

キ
i
・
モ
デ
ル
」
や
、
経
済
的
合
甥
性
を
強
調
す
る
「
ラ
シ
ヨ
ナ
ル

ゴ
ー
ル
・
モ
デ
ル
」
と
い
っ
た
、
旧
米
の
福
祉
同
家
や
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ

ム
が
内
包
し
て
い
た
モ
デ
ル
か
ら
、

ア
ク
タ
ー
間
の
相
瓦
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
重
視
し
、
フ
レ
キ
シ
ピ
リ
テ
ィ
へ
の
対
応
を
目
指
し
た
「
オ

l

プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
」
と
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基
総
と
し
た
分

権
や
参
加
を
強
調
す
る
「
セ
ル
フ
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
」
と
い
っ

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
二
・
完
)
(
近
藤
)



筑
波
法
政
第
一
一
一
十
四
号
(
一
一

0
0

-
a
-
、
ノ

た
、
新
し
い
モ
デ
ル
へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
や
は
り
こ
の
場
合
に
も
、

k
記
の
モ
デ
ル
の
中
の
い
ず
れ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
に
し
ろ
、
そ
の
中
で
純
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

常
に
他
の
モ
デ
ル
へ
の
誘
凶
が
内
包
さ
れ
る
。
ニ
ュ
!
マ
ン
は
、
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
緊
張
関
係
に
注
目
す
る
が
、
と
り
わ
け
、
「
ォ

i

プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
」
と
「
セ
ル
フ
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
」

へ
の
移
行
に
関
し
て
、
そ
れ
が
「
ハ
イ
ラ
l
キ
!
・
モ
デ
ル
」

や
「
ラ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ

i
ル
・
モ
デ
ル
」
と
の
間
に
緊
張
関
係
を
発
生
さ
せ
る
点
を
強
調
す
る
。

そ
れ
は
、
「
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
」
で
あ
れ
「
セ
ル
フ
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
」
で
あ
れ
、

い
ず
れ
に
し
ろ
自
発
的
か

つ
自
律
的
な
集
団
を
志
向
す
る
ゆ
え
に
、
常
に
親
集
問
と
の
議
離
が
問
題
と
な
る
点
に
由
米
す
る
。
自
律
し
た
集
団
の
中
で
、
そ
の
親
集

団
が
想
定
し
た
目
標
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
保
証
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
親

集
同
の
持
つ
目
標
へ
と

d

致
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
親
集
聞
か
ら
の
規
制
が
働
き
、
そ
れ
は
常
に
集
権
化
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
発
生
さ
せ
、

「
ハ
イ
ラ
!
キ
1
・
モ
デ
ル
」
や
「
ラ
シ
ヨ
ナ
ル
・
ゴ

l
ル
・
モ
デ
ル
」
の
要
素
が
流
入
、
そ
の
結
果
と
し
て
緊
張
関
係
を
内
包
さ
せ
る

伺一

こ
と
に
な
る
。

イ
ギ
リ
ス
福
祉
凶
家
に
誼
き
換
え
た
場
合
、
こ
の
場
合
の
税
集
団
と
は
悶
家
を
指
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
緊
張
関
係
の
過
程
の
中
で
、

凶
家
と
各
集
団
と
の
関
係
は
、
水
平
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
一
百
う
よ
り
、
最
底
的
な
「
プ
リ
ン
シ
パ
ル
l

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
的
側
面
を

J

曲

強
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
具
体
例
と
し
て
ニ
ュ

i
マ
ン
が
挙
げ
て
い
る
の
が
、

N
H
S
で
あ
る
o
N
H
S
改
革
に
お
い
て
、
医
療
機
関

の
ガ
パ
ナ
ン
ス
は
「
自
己
l
管
理
的
」
組
織
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
転
換
が
目
指
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

s

方
で
、
監
資
や
立
ち
入
り
検
資
と

い
っ
た
凶
家
か
ら
の
新
た
な
質
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
伴
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、

(
畑
一

ガ
パ
ナ
ン
ス
と
の
関
係
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ラ
l
キ
l
的
ガ
パ
ナ
ン
ス
と
セ
ル
フ

こ
れ
ら
の
緊
張
関
係
は
、
本
稿
の
分
析
の
巾
で
も
示
さ
れ
た
点
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
N
H
S
改
革
に
お
い
て
は
、

一
方
で
各
医
療
機



関
・
集
団
の
自
律
性
を
高
め
た
「
協
働
」
に
重
点
を
置
い
た
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
目
指
さ
れ
つ
つ
も
、
他
方
で
そ
れ
ら
の
機
関
・
集
団
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
管
理
す
る
集
権
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
十
分
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
改
善
さ
れ
な
い

現
実
に
直
面
し
、
現
在
で
は
な
お
こ
の
集
権
化
の
ベ
ク
ト
ル
が
強
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
見
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が

ブ
レ
ア
政
府
の
福
祉
国
家
改
革
に
お
け
る
大
き
な
緊
張
を
構
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
て
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ブ
レ
ア
政
府
に
よ
る
福
祉
国
家
改
革
は
、
リ
ツ
ク
パ
ッ
ク
/
セ
リ
グ
マ
ン
の
類
型
を
利
用
し
た
場
合
、

「
契
約
」
の
論
理
に
執
足
を
移
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

ニ
ュ
!
マ
ン
の
類
型
に
お
け
る
「
オ
ー
ブ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
」
や

「
セ
ル
フ
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
」

へ
の
移
行
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
佼
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
ブ
レ
ア
政
府
に

よ
る
改
革
は
、

一
方
で
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
的
な
市
場
中
心
性
に
も
、
逆
に
中
央
集
権
的
な
国
家
的
コ
レ
ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム
が
持
っ
た
「
ハ

イ
ラ
1
キ
1
」
の
論
理
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
、
新
た
な
位
根
に
そ
の
品
物
足
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
位
相
で
純
化
さ
れ
た
性
格
を
持
っ
と
も
言
え
な
い
。
そ
の
改
革
が
進
展
し
、
制
度
変
化
が
進
む
と
と
も
に
、
そ
こ
に
は

「
ハ
イ
ラ

i
キ
1
」
や
「
市
場
」
と
い
っ
た
他
の
論
理
が
不
可
避
的
に
流
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
様
々
な
緊
張
関
係
が
発
生
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

寸
フ
レ
ア
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
や
、

「
市
場
化
」
を
中
心
と
し
た
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
と
の
連
続
性
」
と
い
っ
た
、

現
在
の
ブ
レ
ア
政
府
に
対
す
る
様
々
な
批
判
の
原
闘
に
な
っ
て
い
る
と
一
一
一
行
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
リ
ッ
ク
パ
ッ
ク
/
セ
リ
グ
マ
ン
の
議
論
を
見
な
が
ら
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
緊
張
関
係
で
あ
る
と
同
時
に
、

補
完
関
係
を
な
す
も
の
で
も
あ
り
、
そ
の
存
在
は
不
可
避
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
契
約
」
、
「
市
場
」
、
「
ハ
イ
ラ
l
キ
}
」

と
い
っ
た
複
数
の
論
埋
の
並
存
自
体
を
打
ち
消
す
こ
と
は
考
え
に
く
い
の
む
し
ろ
、
並
存
状
態
を
前
提
と
し
た
上
で
、

い
く
つ
か
の
シ
ナ

リ
オ
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
4

に
、
緊
張
関
係
を
増
大
さ
せ
る
形
で
新
た
な
問
題
を
発
生
さ
せ
て
い
く
シ
ナ
リ
オ
が
あ
り
、
第
二
に
は
、

「
市
場
」
や
「
ハ
イ
ラ
i

現
代
イ
ギ
リ
ス
…
餓
祉
国
家
の
変
容
に
関
す
る
国
間
究
・
序
説
(
一
二
・
完
)
(
近
藤
)

M七



筑
波
法
政
第
三
十
四
サ
(
一
一

0
0

J¥ 

キ
!
」

へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
強
め
、

ψ
1
初
の
担
い
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
あ
る
。
そ
し
て
第
二
一
に
は
、
こ
れ
ら
の
緊
張
関

係
を
制
御
し
つ
つ
、
新
た
な
補
完
関
係

i
l
l
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

l
l
!
の
あ
り
五
を
築
き
上
げ
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
存
在
す
る
、
、.
」

の
い
ず
れ
の
逃
へ
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
関
山
本
は
進
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
今
後
の
展
開
を
見
て
の
検
討
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
る
ほ
か
な
い

G

そ
し
て
、
こ
の
論
点
こ
そ
が
、
筆
者
が
次
に
向
か
う
べ
き
諜
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
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制
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(必

)
S
R
w
宅
・
出
ー
さ
・
な
お
、
比
較
の
対
象
と
し
て
は
、
民
間
保
険
、
大
陸
型
の
社
会
保
険
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
効
本
性
と
公
平
性
の
点

か
ら
、
租
税
シ
ス
テ
ム
が
最
も
有
効
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。

(
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必
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叩
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こ
れ
ら
の
点
を
強
調
し
つ
つ
、
九
七
年
2H4訟
を
中
心
に
ブ
レ
ア
政
府
の

N
H
S改
革
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
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毛
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・
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司
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ブ
レ
ア
政
府
は
、
あ
る
政
策
問
題
に
関
し
て
、
市
民
社
会
内
に
あ
る
知
識
人
も
含
め
た
委
民
会
を
設
置
し
、
そ
の
中
で
の
湘
洲
本
比
や
討
議
を
経

て
政
策
ア
イ
デ
ア
・
理
念
を
形
成
す
る
と
い
う
過
位
を
経
る
こ
と
が
多
い
の
c
s
J
の
他
に
も
、
社
会
的
排
除
ユ
ニ
ッ
ト
G
e
n
-
E
}

ピ
ヨ
円
)
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
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時
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司
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古
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政
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時
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h
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R
Z
E
m
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=
、
ミ
?
廿
-
M

(制

)

V

・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
の
比
較
福
祉
問
中
本
分
析
の
中
で
、
様
今
な
政
治
ア
ク
タ
ー
問
で
の
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
政
策

変
化
を
正
当
化
す
る
試
み
、
つ
ま
り
「
政
策
デ
ィ
ス
コ

1
ス
f
c
ロ
ミ
B
r
a
g
-
4
)
」
(
た
だ
し
こ
の
場
合
の
「
デ
ィ
ス
コ

l
ス
」
は
、
ハ

l
パ
ー

マ
ス
的
な
「
討
議
」
と
し
て
の
い
ふ
味
も
含
ん
で
お
り
、
挙
者
が
本
総
で
用
い
た
「
言
説
(
品
目
2
0
5
お
こ
と
は
お
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
兇
な
る
)
の

成
否
が
、
裕
社
日
出
家
改
事
の
成
百
を
分
け
て
い
る
安
闘
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
ひ
そ
の
上
で
彼
女
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
か
ら
ブ
レ
ア
に
い
た
る

イ
ギ
リ
ス
が
、
政
治
的
主
体
と
-
般
有
権
者
と
の
問
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
テ
イ
ヴ
・
デ
f
ス
コ

i
ス
」
を
効
来
的
に
随
伴
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
「
政
策
デ
ィ
ス
コ

l
ス
」
に
成
功
し
、
福
祉
関
家
改
茄
'
を
成
し
遂
げ
た
事
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
に
も
、
政
治
的
主
体

の
フ
レ
!
ミ
ン
グ
戦
略
に
よ
る
共
同
時
盤
構
築
が
、
イ
ギ
リ
ス
福
山
創
出
家
の
改
痕
の
中
で
援
要
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
が
、
本
稿
と
同
様
に

ぶ
さ
れ
て
い
る
と
・
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〉
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円
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岱
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〉
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叫
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日
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e
九
九
九
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、
と
り
わ
け
第
問
章
、

(
出
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こ
の
点
は
、

c
s
Jや
労
働
党
が
そ
の
福
祉
国
家
改
本
を
提
案
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
も
重
視
し
た
い
口
…
の
一
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で
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あ
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た
、
例
え
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)
ブ
レ
ア
政
府
が
児
設
給
付
に
関
し
て
は
積
械
的
で
あ
る
い
れ
…
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
光
に
触
れ
た
が
、
最
近
も
そ
の
傾
向
は
強
ま
っ
て
お
り
、

日
生
町
民
の
貧
闘
を
防
ぐ
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と
い
う
課
題
は
、
政
府
の
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保
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・
福
祉
政
策
に
お
け
る
長
尚
一
課
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
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(
的
)
こ
の
接
合
は
、
単
に
一
首
説
構
造
の
観
点
か
ら
の
み
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
o

M
・ロ

1
ズ
に
よ
れ
ば
、
ブ
レ
ア
政
府
は
、
一
方
で
、
競

争
性
と
経
済
成
長
の
た
め
に
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
期
か
ら
引
き
継
い
だ
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
的
な
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
制
約
(
例
え
ば
、
低
い
税

率
)
を
受
け
つ
つ
も
、
他
方
、
サ
ツ
チ
ャ

l
期
と
の
差
異
を
生
み
出
す
た
め
に
、
公
正
や
連
常
を
達
成
す
る
福
祉
政
策
を
必
要
と
し
た
。
具
体

的
に
は
ブ
レ
ア
政
府
は
、
「
高
い
税
率
が
不
人
気
な
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
受
け
継
い
だ
経
済
モ
デ
ル
に
と
っ
て
『
機
能
不
全
』
で
あ
る
一

方
で
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
質
へ
の
要
求
は
依
然
と
し
て
高
い
」
(
唱
・
ピ
)
と
い
う
パ
ラ
ド
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ス
を
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え
た
の
で
あ
り
、
こ
の
パ
ラ
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ク
ス
を
解
決

す
る
こ
と
が
そ
の
政
策
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
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な
局
面
に
お
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も
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H
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①
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ラ
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①
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z
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)
福
祉
の
「
社
会
契
約
」
的
な
性
格
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
り
わ
け

N
H
S
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
社
会
保
険
シ
ス
テ
ム
の

導
入
が
試
み
ら
れ
で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
は
当
然
あ
り
う
る
。
確
か
に
、
「
社
会
的
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
」
の
主
略
者

で
あ
っ
た

F
・
フ
ィ
ー
ル
ド
な
ど
は
、

N
H
S
に
も
保
険
原
理
を
導
入
す
べ
き
と
い
う
議
論
を
検
討
し
て
い
る
省
・

E
a
p
ミ岱
EZM叫
建
司
会
昨
夜

更
内
弓
F
4
3
ロ前田町江。ロ

E
g
u
g
p
M
O
O
-ゆ
匂
・
コ
・
)
。
し
か
し
、
保
険
原
理
が
採
用
さ
れ
ず
、
財
政
的
に
は
国
家
に
よ
る
運
営
が
維
持
さ
れ
た
と
は

い
え
、
医
療
当
事
者
間
の
協
議
に
よ
っ
て
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
形
成
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
医
療
を
進
め
て
い
く
と
い
う
「
協
働
」
シ
ス
テ

戸
。
刊
誌

2
5
ζ
・7

曲

ass-ぎ
て
偽

3w
投
与

E
号
、

~rs~gkshphyw
玄
R
B
E
g
-
呂
志
噌
匂
・

3
・

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
一
了
完
)
(
近
藤
)

--
-ー一一一



筑
波
法
政
第
二
一
十
関
号
(
ニ

0
0

四

ム
の
論
期
に
は
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
な
「
契
約
」
の
性
格
も
十
分
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
σ

(
日
)
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
あ
る
試
み
は
、
必
ず
し
も
こ
の
四
象
限
の
ど
れ
か
.
っ
と
し
て
ク
リ
ア
カ
ッ
ト
可
能
な
性
格
を
持
つ
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
中
の
複
数
を
横
断
す
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ツ
チ
ャ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
「
市
場
」
の
論
理
の
み
で
は
な
く
、
「
市

場
」
の
論
理
を
「
ハ
イ
ラ
l
キ
i
」
で
補
、
つ
位
相
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

A
-
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
言
、
っ
、
「
自
由
経
済
と
強
い
関
山
本
」
と
し

て
の
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
と
い
う
評
価
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
し
、

N
H
S
に
対
す
る
内
部
市
場
改
革
が
こ
の
よ
う
な
性
格
を
内
在
さ
せ

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
本
稿
で
も
既
に
論
じ
て
い
る
c

〉
-
。
g
M
2
0・
豆
、
手
2
F
6
3、5
5
4
2弘
之
町
内
与
さ
主

M
E
n
-
M
2
p
n
E
~
E
-
2
~『

3
2ミ
-2・e

=
ミ
ア
玄
R
E
E
F
3∞
∞
入
小
笠
原
欣
幸
訳
『
自
由
経
済
と
強
い
国
家
一
サ
ツ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
政
治
学
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九

O
年
)

C

(
同
)
た
だ
し
、
福
祉
国
家
を
一
種
の
社
会
契
約
と
し
て
捉
え
る
考
え
万
は
、

J
-
ロ
!
ル
ズ
以
降
、
少
な
く
と
も
政
治
折
口
学
的
に
は
作
配
し
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
福
祉
国
家
の
「
社
会
契
約
」
的
性
格
の
再
生
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
っ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
防
柵

野
谷
祐
-
『
経
済
と
倫
理
福
祉
国
家
の
折
口
学
」
、
東
京
大
学
出
版
会
、
.
一

O
O
二
年
、
飯
島
昇
蔵
『
社
会
契
約
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
‘
一

O

O
一
年
も
参
照
。

(
苅
)

(η) 

(

町

内

)

(
刊
)

(
剖
)

(
創
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(
回
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(
部
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(
制
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玄
同
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E
n
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n
u
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〉
・
印
目
白
伺

E
S
-
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，
円
九
戸
、
司
・
怠
-

』
『
守
骨
子
市
司
・
品
川
『
'

M
-
ロ
!
ズ
も
ま
た
、
ブ
レ
ア
政
府
の
持
つ
特
徴
と
し
て
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
契
約
主
義
」
を
挙
げ
て
い
る
o
m
z
c母
子
色
、
.
門
む
よ
℃
-
U
∞・

例
え
ば
、
∞
。
ユ
号
〈
白
常
司
申
g口邑牛「
ζ

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
、
第
九
章
第
一
三
節
を
も
参
照
。

玄
-
-
t
n
y
σ
白nzmwロ円四〉・∞丘一個
g
g
e
q
h
H
江戸・唱・会
ω
・

~~v九

h-z
℃
カ
・
品
叶
4
1

。
玄
B
Eロ
白
ロ
門
戸
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「
一
宮
盟
国
一
司
勺
間
色
-CM45

』

J
d
p
崎、司門戸玄何回吋}宮市町∞一色
0
3
E
C
m
g
o
n
g
n〕
二
口
∞
ユ
S
5
J
、
ミ
む
九
三
~
G
Zミ

J
H

ミケ
J

〈
C戸、可アロ
CE
凶し目。。。

「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
も
の
を
参
照
o
n
g
n
E
5
2昌
e

玄
・
ぎ
を
伺
}
f
E
E
穴

-
F
5
2
m
々
E
r
Eミ・



辺
、
去
、
同
九
す
伊
之
内
ザ
持
、
h
R
守
色
号
、
ミ
N
h
H

込
町

C
S
-
2・3
S
R，h
Rベ
ぜ
で
え
否
定
-
唱
。
-
山
内
可
句
同
町
田
開
e
M
O
O
N
-

(部

)

Z
白
老
g
h
W
2
・2NM-

門戸勺・一
T
F

(
M
m
)
S
R
-
匂・

3
・

(釘

)
S
R
W
間
以
ご
訊

(
∞
∞
)
与
え
J

司
∞
同

(
剖
)

h

F

町民

3
3
S
i唱
団

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
主
に
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
以
後
の
年
金
政
議
と
医
療
政
策
に
焦
点
を
定
め
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
を
検
討

し
て
き
た
。
こ
こ
で
、
以
下
の

A

一
点
が
結
論
と
し
て
再
度
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
.
に
、
ブ
レ
ア
労
働
党
に
よ
る
縞
祉
国
家
改
事
を
読
み
解
く
際
に
は
、

ア
イ
デ
ア
・
煙
念
の
要
素
に
よ
る
構
築
の
述
鎖
が
重
要
で

あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
構
築
的
側
樹
は
、

一
方
に
お
け
る
、
市
民
社
会
内
の
註
説
構
造
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
に
よ
る
政
治
的
主

体
の
構
築
と
い
う
側
面
と
、
他
方
に
お
け
る
、
そ
れ
ら
の
言
説
構
造
の
共
鳴
盤
と
し
て
の
構
築
と
い
う
、
主
体
の
側
か
ら
の
フ
レ

i
ミ
ン

グ
戦
略
と
い
う
側
面
に
、
連
鎖
的
に
存
在
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
改
革
は
、
単
に
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
か
ら
の
圧
力
に
よ
る
一
方
向
的
な
「
収
数
」
か
ら
捉
え
る
こ
と
も
、
ま
た
、

ノt

ス

依
存
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
維
持
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
凶
有
の
文
脈
に
照
ら
し
た
「
分
岐
」

の
一
形
態
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
「
分
岐
」
も
、
山
平
に
制
度
的
配
置
に
規
定
さ
れ
る
形
で
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
政
治
的
主
体
と
言

現
代
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
変
容
に
関
す
る
研
究
・
序
説
(
一
一
一
・
完
)
(
近
藤
)

1月;



筑
波
法
政
策
三
ト
問
号

(

a

一0
0

戸

崎

喧

」

、

、

一
-
，

-

一

ノ

ア
イ
デ
ア
・
理
念
を
媒
介
と
し
た
往
復
的
・
連
鎖
的
な
構
築
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
変

容
は
、
政
治
的
主
体
の
戦
略
と
密
接
に
リ
ン
ク
し
た
、
極
め
て
偶
発
的
/
条
件
依
存
的

(
8
2
5唱
さ
な
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
築
の
結
栄
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
の
変
容
は
、
.
方
で
は
以
前
の
サ
ッ
チ
ャ

l
政
府
と
の
連
続
性
を
、
他
方
で
は
ブ
レ
ア

政
府
の
独
自
性
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
言
え
よ
う

G

そ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
位
相
に
そ
の
変
持
を
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
、
っ

論
点
が
、
本
稿
が
解
明
を
目
指
し
た
第
一
一
の
課
題
と
な
っ
た
σ

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
個
人
主
義
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
連
帯

性
の
再
構
築
を
目
指
す
と
い
う
側
面
を
強
調
し
、
ハ
イ
ラ
i
キ
l
的
な
悶
家
中
心
性
や
、
ア
ト
ム
的
な
市
場
中
心
牲
の
両
者
を
克
服
す
る
、

「
契
約
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
あ
る
い
は
「
社
会
的
コ
レ
ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム
」
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
枕
置
手
つ
け
た
の
で
あ
る
c

こ
の
位
相
へ
と
向
け
た
改
革
と
い
う
点
に
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
に
よ
る
福
祉
国
家
改
革
が
持
つ
窓
義
は
見
出
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、

こ
の
位
相
に
純
化
さ
れ
た
形
で
そ
れ
が
評
価
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
は
述
べ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
そ
の

改
革
は
「
契
約
」
の
論
理
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
「
ハ
イ
ラ

i
キ
l
」
「
市
場
」
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
論
理
に
よ
っ
て
常
に
補
完
を
必
要

と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
間
で
の
緊
張
関
係
を
も
不
可
避
的
に
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
福
祉
関
家
は
、
い

説
構
造
と
の
間
で
の
、

ま
だ
制
度
変
化
の
渦
中
に
あ
り
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
静
態
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
補
完
・
緊
張
関
係
を
い
か
に

制
御
し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
制
御
で
き
ず
に
そ
の
性
格
を
同
び
変
化
さ
せ
て
い
く
の
か
。
ま
た
、
そ
の
改
革
が
構
築
の
往
復
運
動
と

し
て
の
性
絡
を
持
つ
以
上
、
構
築
の
失
敗
、
あ
る
い
は
新
た
な
方
向
へ
の
構
築
へ
と
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
絡
を
変
質
さ
せ
て

い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
を
含
め
て
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
附
家
の
変
符
に
関
し
て
は
、
今
後
も
動
態
的
な
分
析
が
必
要
と
な
る
だ

ろ
う
。
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
「
序
説
」
と
し
た
所
以
で
も
あ
る
。

※
本
逮
捕
戦
論
文
は
、
平
成
二
一
一
年
度
お
よ
び
一
四
年
度
の
筑
波
大
学
「
学
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
奨
励
研
究
」
の
成
果
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。


