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本
書（『
ケ
ア
の
社
会
学
』）を
大
震
災
後
の
い
ま
、
世
に
送
り
出
す
こ
と
に
か
く
べ
つ
の
感
慨
が
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
全
貌
は
ま
だ
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
死
者・
行
方
不
明
者
の
総
計
は
二
万
人
を
超

え
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に（
二
〇
一
一
年
四
月
一
七
日
）あ
き
ら
か
に
な
っ
た
だ
け
で
も
死
者
は
一
万
三
八
〇
二
人
。

そ
の
う
ち
六
五
%
が
高
齢
者
だ
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
地
震
、
津
波
、
火
災
を
か
ろ
う
じ
て
逃
げ
延
び
て
避
難
所
に
身

を
寄
せ
た
ひ
と
び
と
の
あ
い
だ
で
も
、
高
齢
者
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
。

非
常
事
態
が
起
き
た
と
き
、
高
齢
者
は
災
害
弱
者
に
な
る
。
障
害
者
も
病
人
も
、
子
ど
も
も
女
も
災
害
弱
者
に
な
る
。

非
常
事
態
に
は
、
弱
者
が
弱
者
で
あ
る
こ
と
が
き
わ
だ
つ
。
強
い
者
、
そ
な
え
の
あ
る
者
、
情
報
や
才
覚
の
あ
る
者
は

助
か
る
だ
ろ
う
が
、
阪
神・
淡
路
大
震
災
の
と
き
も
、
今
度
の
東
日
本
大
震
災
で
も
、
子
ど
も
を
呼
び
に
家
に
も
ど
っ

た
親
や
、
老
い
た
父
母
を
連
れ
出
し
に
家
の
な
か
へ
は
い
っ
た
息
子
や
娘
た
ち
が
、
同
じ
よ
う
に
火
に
巻
か
れ
、
波
に

呑
ま
れ
た
。

今
回
の
震
災
で
と
り
わ
け
感
じ
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
病
院
で
動
け
な
い
病
人
を
必
死
で
安
全
な
場
所
に
誘
導
し
、

高
齢
者
施
設
で
車
椅
子
の
高
齢
者
た
ち
を
お
ぶ
っ
て
上
階
へ
と
引
き
上
げ
た
。
そ
の
た
め
に
命
を
落
と
し
た
職
員
も
い

る
と
聞
く
。
そ
の
報
道
が
美
談
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
病
人
や
高
齢
者
に
対
し
て
、
命
の
軽
重
を
問
う
よ
う
な
反
応
が
聞

か
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
非
常
時
に
は
自
然
が
人
間
を
強
者
と
弱
者
と
に
淘
汰
す
る
…
…
こ
の
野
蛮
な
選
択
淘
汰
の
説

を
、
わ
た
し
は
高
齢
者
や
障
害
者
の
ケ
ア
を
論
じ
る
場
で
、
ど
れ
だ
け
聞
い
て
き
た
こ
と
か
。
ど
こ
か
に
潜
在
し
て
い

大
震
災
の
あ
と
で
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る
か
も
し
れ
な
い
こ
う
し
た
論
調
は
、
少
な
く
と
も
メ
デ
ィ
ア
上
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
抑
制
さ
れ
た
。

そ
の
背
後
に
は
、
日
本
に
お
け
る
専
門
職
の
職
業
倫
理
の
高
さ
が
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
。
医
師
や
看
護
師
、
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
ら
の
職
業
人
は
、
消
防
隊
員
や
自
衛
隊
員
と
同
じ
く
ら
い
、
命
を
賭
し
て
も
自
分
た
ち
の
職
業
的
使
命
を
果

た
そ
う
と
し
た
。

だ
が
も
う
ひ
と
つ
、
そ
れ
に
加
え
て
、
介
護
保
険
以
降
の
十
年
余
が
、「
高
齢
者
の
い
の
ち
と
く
ら
し
を
ま
も
る
こ

と
」を
職
業
的
使
命
と
す
る
ひ
と
び
と
を
大
量
に
生
み
出
し
、
そ
の
ひ
と
び
と
を
支
え
る
こ
と
を
国
民
的
な
合
意
と
し

て
き
た
こ
と
を
あ
げ
た
い
。
お
そ
ら
く
…
…
と
わ
た
し
は
想
像
す
る
、
被
災
地
に
お
け
る
高
齢
者
へ
の
配
慮
は
、
介
護

保
険
以
前
と
以
後
と
で
は
、
あ
き
ら
か
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
…
…
こ
の
大
震
災
が
介
護
保
険
以
後

に
起
き
た
こ
と
を
、
せ
め
て
も
の
幸
い
と
し
よ
う
。
い
や
、
誤
解
を
受
け
る
言
い
方
を
避
け
る
な
ら
、
介
護
保
険
が
大

震
災
が
起
き
る
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
、
せ
め
て
も
の
救
い
と
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
災
害
弱
者
へ
の
配

慮
を
、
文
明
の
成
熟
の
証
と
し
よ
う
。

本
書
は
介
護
保
険
制
度
が
成
立
し
な
け
れ
ば
書
か
れ
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
介
護
保
険
に
よ
っ
て
歴
史
上
は
じ
め
て
、「
要
介
護
高
齢
者
」が
誕
生
し
、「
介
護
サ
ー
ビ
ス
」と
い
う

準
市
場
下
の
サ
ー
ビ
ス
商
品
が
成
立
し
、
介
護
を
職
業
と
す
る
ひ
と
び
と
が
全
国
で
三
〇
〇
万
人
以
上
登
場
し
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
商
品
市
場
が
お
よ
そ
年
間
八
兆
円
の
規
模
で
生
ま
れ
、
介
護
に
関
わ
る
研
究
対
象
―
す
な
わ
ち
政
策
と
制

度
、
事
業
者
と
ワ
ー
カ
ー
、
利
用
者
と
そ
の
家
族
、
現
場
の
諸
実
践
等
々
―
が
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ど
ん
な
理
論
も
研
究
も
、
現
実
の
変
化
の
ほ
う
を
後
追
い
す
る
。
わ
た
し
は
現
実
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
介
護
保

険
法
施
行
前
夜
か
ら
こ
の
分
野
に
参
入
し
た
。
ま
た
わ
た
し
自
身
の
加
齢
と
い
う
個
人
史
上
の
変
化
が
、
こ
の
社
会
史

上
の
変
化
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
の
は
、
研
究
者
と
し
て
の
幸
運
で
も
あ
っ
た
。

本
書
は
高
齢
者
介
護
を
主
た
る
研
究
主
題
と
す
る
が
、
そ
の
際
、「
ケ
ア
」と
い
う
上
位
概
念
を
採
用
す
る
。
そ
の
理

ケ
ア
の
主
題
化
（
第
Ⅰ
部
）

2
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由
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て「
育
児
」の
意
味
に
限
定
し
て
使
わ
れ
て
き
た
こ
の
概
念
を
、
育
児・介
護・介
助・看
護・配

慮
な
ど
の
上
位
概
念
と
し
て
拡
張
し
て
再
定
義
す
る
こ
と
で
、
家
事・
育
児
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た「
不
払
い
労
働
」、

の
ち
に「
再
生
産
労
働
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
分
野
に
関
わ
る
理
論
が
、
す
べ
て
利
用
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
論
的
な
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第
Ⅰ
部
で
は
ま
ず
前
提
と
な
る
理
論
的
な
立
場
を
提
示
し
た
。

1
章「
ケ
ア
と
は
何
か
」で
は
、
ま
ず
対
象
領
域
を
確
定
し
た
。
そ
こ
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
ケ
ア
と
は
歴
史

構
築
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば「
他
者
へ
の
配
慮
」「
世
話
」と
無
限
定
に
拡
大
さ
れ
が
ち
な
ケ
ア
と

い
う
概
念
―
な
か
に
は「
自
己
へ
の
ケ
ア
」と
い
う
用
例
ま
で
あ
る

―
の
研
究
史
上
の
用
例
を
検
討
し
、「
育
児
」に

限
定
さ
れ
て
い
た
用
法
が
、
介
護・看
護・介
助
へ
と
拡
張
解
釈
さ
れ
て
い
く
過
程
を
た
ど
っ
た
。
さ
ら
に
日
本
語
圏
に

お
い
て
、
翻
訳
を
と
も
な
わ
な
い「
ケ
ア
」の
用
語
法
が
、
い
か
に
普
及
し
定
着
し
た
か
を
検
討
し
た
。

そ
の
う
え
で
本
書
が
メ
ア
リ・
デ
イ
リ
ー
ら
に
し
た
が
っ
て
採
用
す
る
の
は
、
ケ
ア
の
以
下
の
定
義
で
あ
る
。

依
存
的
な
存
在
で
あ
る
成
人
ま
た
は
子
ど
も
の
身
体
的
か
つ
情
緒
的
な
要
求
を
、
そ
れ
が
担
わ
れ
、
遂
行
さ

れ
る
規
範
的・経
済
的・社
会
的
枠
組
の
も
と
に
お
い
て
、
満
た
す
こ
と
に
関
わ
る
行
為
と
関
係 

﹇D
aly 2001: 37

﹈

こ
の
よ
う
に
ケ
ア
を
定
義
す
る
こ
と
か
ら
、
本
書
の
理
論
的
な
立
場
は
す
で
に
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
ケ
ア
を
複
数
の
行
為
者
が
関
わ
る
相
互
行
為
、
相
互
関
係
と
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ケ
ア
は

何
よ
り
も
社
会
学
的
な
研
究
主
題
と
な
る
。
社
会
学
と
は
、
行
為
の
研
究
で
あ
り
、
行
為
と
は
何
よ
り
も
社
会
的
行
為
、

す
な
わ
ち
相
互
行
為
で
あ
り
、
間
人
格
的
な
現
象interpersonal phenom

ena

だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、「
依
存
的
な
存
在
」を
第
一
義
的
な
ニ
ー
ズ
の
源
泉
と
す
る
こ
と
で
、
当
事
者
主
権
の
立
場
を
鮮
明
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
当
事
者
主
権
に
つ
い
て
は
3
章
で
詳
論
す
る
。

第
三
に
、「
他
者
に
移
転
可
能
な
行
為
」と
し
て
の
ケ
ア
を
、
労
働
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
生
存
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に
関
わ
る
諸
行
為
の
う
ち
、「
他
者
に
よ
っ
て
代
替
不
可
能
な
生
命
維
持
活
動
」と「
他
者
に
移
転
可
能
な
生
命
維
持・再

生
産
活
動
」と
の
区
別
、「
不
払
い
労
働
」論
に
い
う「
家
事
労
働
の
第
三
者
基
準
」が
あ
て
は
ま
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ケ

ア
に
は
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た「
不
払
い
労
働
」の
理
論
、
さ
ら
に
の
ち
に
な
っ
て
展
開
し
た「
再
生
産
労
働
」の

理
論
が
す
べ
て
適
用
可
能
と
な
る
。

2
章「
ケ
ア
と
は
何
で
あ
る
べ
き
か
―
ケ
ア
の
規
範
理
論
」で
は
、
ケ
ア
研
究
の
う
ち
で
も
っ
と
も
先
行
し
て
い
る

ケ
ア
の
倫
理
学
を
検
討
し
た
。
社
会
学
と
い
え
ど
も
規
範
理
論
か
ら
自
由
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
書

で
提
示
し
た
ケ
ア
の
定
義
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
ケ
ア
が
遂
行
さ
れ
る
文
脈
に
は
、「
規
範
的・
経
済
的・
社
会
的
枠

組
」が
関
与
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
ケ
ア
の
規
範
理
論
の
批
判
的
検
討
か
ら
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の（
実

態
に
反
す
る
）ジ
ェ
ン
ダ
ー・
バ
イ
ア
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー・
バ
イ
ア
ス
は
、
英
語
圏
で
も
日
本
語
圏
で
も
く

り
か
え
さ
れ
て
い
る
。

「
不
払
い
労
働
」の
理
論
は
も
と
も
と「
女
性
が
家
庭
内
で
お
こ
な
う
家
事・育
児・介
護
等
」の
労
働
に
、
そ
れ
ま
で
の

経
済
学
が「
ジ
ェ
ン
ダ
ー・
ブ
ラ
イ
ン
ド
」で
あ
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
何
よ
り
も
女
性
の「
見
え
な
い
労
働
」で

あ
っ
た「
ケ
ア
」が
主
題
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
が
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
る
こ
と
で
女
性
の
関
与
が
な
か
っ
た

も
の
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー・ブ
ラ
イ
ン
ド
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ケ
ア
の
倫
理
学
に
代
表
さ
れ
る
規
範
理
論
に
対
し
て
、
本
書
が
提
示
す
る
立
場
は
以
下
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。

第
一
は
、
ケ
ア
が
、
つ
ね
に「
よ
き
も
の
」と
は
か
ぎ
ら
な
い
両
義
性
を
持
つ
こ
と
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
も

す
れ
ば「
よ
き
も
の
」と
さ
れ
る
ケ
ア
は
、
ケ
ア
す
る
側
に
と
っ
て
も
ケ
ア
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
も
、
で
き
れ
ば
避
け
た

い
負
担
、
重
荷
、
や
っ
か
い
ご
と
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

第
二
は
、
ケ
ア
が
ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ
れ
る
側
と
の
相
互
行
為
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
ケ
ア
を
以
下
の
四
つ
の

権
利
の
集
合
か
ら
な
る「
ケ
ア
の
人
権hum

an rights to care

」ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
本
書
は
採
用
す
る
。
こ
の
な
か
に

も
ケ
ア
が
あ
り
が
た
い
も
の
で
も
、
あ
り
が
た
く
な
い
も
の
で
も
あ
り
う
る
両
義
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
四
つ
の
権
利
と
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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（
1
）ケ
ア
す
る
権
利

（
2
）ケ
ア
さ
れ
る
権
利

（
3
）ケ
ア
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利

（
4
）（
不
適
切
な
）ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利

し
た
が
っ
て「
よ
い
ケ
ア
」と
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
者
と
ケ
ア
す
る
者
双
方
の
満
足
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

議
論
は
10
章
の「
福
祉
経
営
」へ
と
つ
な
が
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
本
書
に
お
い
て
核
と
な
る
規
範
的
立
場
は
、
3
章「
当
事
者
と
は
誰
か
―
ニ
ー
ズ
と
当
事
者
主

権
」に
展
開
し
た「
当
事
者
主
権
」で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
ケ
ア
の
定
義
に
複
数
の
行
為
者
に
よ

る
相
互
行
為
性
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
相
互
行
為
の
非
対
称
性
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
た

り
な
い
。
ケ
ア
は
ニ
ー
ズ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
発
生
し
、
順
番
は
そ
の
逆
で
は
な
い
。
ニ
ー
ズ
は
社
会
構
築
的
な
も
の
で

あ
り
、
ケ
ア
の
受
け
手
も
し
く
は
与
え
手
、
あ
る
い
は
そ
の
双
方
が
認
知
し
な
い
か
ぎ
り
、
成
立
し
な
い
。
そ
し
て

ニ
ー
ズ
の
帰
属
先
を
当
事
者
と
呼
び
、
そ
の
ニ
ー
ズ
へ
の
主
体
化
が
成
り
た
つ
こ
と
を
当
事
者
主
権
と
呼
ぶ
。

ケ
ア
は
自
然
現
象
と
は
違
う
。
ニ
ー
ズ
―「
必
要
」と
訳
さ
れ
る
―
が
認
知
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
お
の
ず
か
ら
満

た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
赤
ん
坊
で
さ
え
、
泣
い
た
り
身
体
の
徴
候
に
よ
っ
て
ニ
ー
ズ
を
表
出
し
、
そ
れ
を
養
育
者
が

認
知
す
る
こ
と
を
通
じ
て
相
互
行
為
が
成
立
す
る
。「
母
性
愛
」が
自
然
で
も
本
能
で
も
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ

た
今
日
、
赤
ん
坊
の
い
か
な
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
い
か
な
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
な
い
か
も
ま
た
、
文
化
と
歴
史
に
よ
っ
て

変
化
す
る
社
会
構
築
的
な
も
の
で
あ
る
。

ケ
ア
の
受
け
手
と
与
え
手
の
関
係
は
非
対
称
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
相
互
行
為
と
し
て
の
ケ
ア
関
係
か
ら
、
ケ
ア
の
与

え
手
は
退
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ケ
ア
の
受
け
手
は
そ
う
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
非
対
称
な
関
係
は
、
容
易

に
権
力
関
係
に
転
化
す
る
。
う
ら
が
え
し
に
ケ
ア
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
権
力
関
係
を
、
ケ
ア
関
係
に
重
ね
る
こ
と
も

で
き
る
。
家
族
の
支
配・
従
属
関
係
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
階
級
、
人
種
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
属
性
が
、
ケ
ア
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関
係
の
文
脈
に
関
与
す
る
。
こ
の
な
か
で
搾
取
や
強
制
、
抑
圧
や
差
別
が
生
じ
る
。
ケ
ア
関
係
の
非
対
称
性
と
は
、
こ

の
よ
う
な
社
会
的
文
脈
に
お
け
る
ケ
ア
の
抑
圧
性
を
、
ケ
ア
す
る
側・
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
双
方
か
ら
、
問
題
化
す
る
こ

と
を
要
請
す
る
。

ケ
ア
の
相
互
行
為
性
は
、
ケ
ア
す
る
側
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
双
方
が
ケ
ア
関
係
の「
当
事
者
」で
あ
る
こ
と
を
想
定
す

る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
非
対
称
性
に
お
い
て
ケ
ア
さ
れ
る
側
が
第
一
義
的
に
ニ
ー
ズ
の「
当
事
者
」で
あ
る
こ
と

は
、
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
当
事
者
」と
は
ニ
ー
ズ
の
帰
属
先
で
あ
る
と
い
う
際
に
、
本
書
が
採
用
す
る
の
は
厚
生
経
済
学
の
ア
マ
ル
テ
ィ
ア・

 

セ
ン
の「
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
」で
あ
る
。
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
当
事
者
ニ
ー
ズ
を
主
観
的
か
つ
客
観
的
に
測

定
し
、
比
較
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
関
係
か
ら
離
れ
て
も
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
ニ
ー
ズ
は
な
く
な

ら
な
い
が
、
ケ
ア
す
る
側
の
ニ
ー
ズ
は
、
ケ
ア
関
係
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
二
次
的
ニ
ー
ズ
で

あ
り
、
ケ
ア
関
係
か
ら
退
出
す
れ
ば
な
く
な
る
性
質
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ア
と
い
う
相
互
行
為
に
関
与
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
を
す
べ
て「
当
事
者
」と
す
る
代
わ
り
に
、
一
義
的
な

ニ
ー
ズ
の
帰
属
先
と
、
そ
れ
以
外
の
ア
ク
タ
ー
と
を
区
別
す
る
こ
と
で「
当
事
者
」イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
避
け
る
こ
と

は
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
Ⅱ
部
で
は
ケ
ア
を
高
齢
者
介
護
に
限
定
し
て
、
さ
ら
に
理
論
的
考
察
を
ふ
か
め
た
。

4
章「
ケ
ア
に
根
拠
は
あ
る
か
」は
、
お
そ
ろ
し
い
問
い
で
あ
る
。
ケ
ア
を「
高
齢
者
介
護
」に
限
定
し
た
と
き
、
こ

の
問
い
は「
育
児
」に
根
拠
は
あ
る
が
、「
介
護
」に
根
拠
は
あ
る
か
、
と
問
う
て
い
る
。「
育
児
」に
限
定
的
に
用
い
ら
れ

て
い
た
ケ
ア
を
上
位
概
念
と
し
て
、
育
児
か
ら
介
護
へ
と
拡
張
解
釈
し
た
と
き
、
実
は「
再
生
産
労
働
」と
い
う
概
念
は

再
定
義
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
4
章
で
引
用
し
た 

大
岡
頼
光﹇2004

﹈が
批
判
す
る
と
お
り
、
わ
た
し
自
身
を
含
め
て
ケ
ア

の
研
究
者
は
、
日
本
語
圏
で
も
英
語
圏
で
も
こ
の
ケ
ア
の
拡
張
解
釈
を
、
理
論
的
な
検
討
抜
き
に
な
し
く
ず
し
に
お
こ

「
よ
い
ケ
ア
」と
は
何
か（
第
Ⅱ
部
）

3
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な
っ
て
き
た
。
こ
の
章
で
わ
た
し
は
、
わ
た
し
自
身
が『
家
父
長
制
と
資
本
制
』﹇1990; 2009d

﹈か
ら『
ケ
ア
の
社
会
学
』（
本

書
）へ
と
展
開
し
て
き
た
理
論
的
な
系
譜
を
、
自
己
批
判
的
に
た
ど
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
の
発
見
は
、
そ
れ

ま
で
の
理
論
装
置
に
お
け
る
国
家
と
い
う
ア
ク
タ
ー
の
不
在
で
あ
る
。

高
齢
者
福
祉
を
射
程
に
入
れ
る
と
き
、
再
分
配
の
制
度
を
考
察
の
対
象
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
近
代
社
会
で

は
、
強
制
力
の
あ
る
再
分
配
の
制
度
は
国
家
以
外
に
な
い
。「
再
生
産
」コ
ス
ト
を
再
分
配
す
る
制
度
が
社
会
福
祉
だ
が
、

何
が「
再
生
産
」に
あ
た
る
か
も
ま
た
社
会
構
築
的
な
も
の
で
あ
る
。
再
生
産
領
域
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
ケ
ア
の
拡
張

解
釈
を
お
こ
な
っ
て
き
た
研
究
史
は
、
わ
た
し
自
身
を
も
含
め
て
、
現
実
の
変
化
に
追
随
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

学
問
が
現
実
の
変
化
を
先
導
す
る
よ
り
た
ん
に
追
随
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
学
問
に
と
っ
て
不
面
目
な
こ
と
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
現
実
の
変
化
に
追
随
す
る
ほ
う
が
、
そ
う
し
な
い
よ
り
は
ず
っ
と
ま
し
な
こ
と
に
は
ち
が
い

な
い
。

今
日
福
祉
国
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
諸
国
の
な
か
で
は
、
再
生
産
コ
ス
ト
の
う
ち
、
育
児
コ
ス
ト
の
再
分
配
よ
り

高
齢
者
の
扶
養
コ
ス
ト
の
再
分
配（
す
な
わ
ち
年
金
制
度
）の
ほ
う
が
歴
史
的
に
は
先
行
し
て
い
る
。
そ
れ
は
納
税
者
た
ち
が

高
齢
者
の
扶
養
コ
ス
ト
を（ 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 
セ
ン
の
用
語
を
使
え
ば
）「
脱
家
族
化
」す
る
こ
と
に
、
早
い
時
期
に
合
意
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を「
再
生
産
」費
用
と
は
呼
ん
で
こ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
高
齢
者
福
祉
が「
再

生
産
」に
含
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
は
、
家
族
の
な
か
に
あ
っ
て
見
え
な
い
コ
ス
ト
と
な
っ
て
い
た「
不
払
い
労
働
」

の
主
た
る
対
象
が「
育
児
」に
集
中
し
て
き
た
歴
史
的
現
実
を
、
こ
れ
ま
で
の
ケ
ア
研
究
が
反
映
し
て
い
た
か
ら
、
と

い
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
、
扶
養
ば
か
り
で
な
く
介
護
も
ま
た「
見
え
な
い
労
働
」、
し
か
も
核
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も

と
で
は
、
た
と
え
そ
こ
に
あ
っ
て
も「
認
知
さ
れ
な
い
労
働
」で
あ
っ
た
。
そ
の
労
働
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
も

よ
う
や
く
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
超
高
齢
社
会
の
到
来
に
と
も
な
っ
て
、
扶
養
以
上
に
介
護
の
負
担
が
可

視
化
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
文
明
社
会
は
要
介
護
期
間
の
長
期
化
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
た
、
介
護
費
用
を「
脱
家
族
化
」す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
国
民
的
な
合
意
が
成
立

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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そ
う
考
え
れ
ば
、
5
章「
家
族
介
護
は「
自
然
」か
」と
い
う
問
い
が
お
の
ず
と
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
章
で
は
、「
家

族
介
護
の
神
話
」と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
批
判
的
検
討
の
対
象
と
し
た
。
こ
こ
で「
神
話
」と
呼
ぶ
の
は
、「
根
拠
の
な

い
信
念
集
合
」の
別
名
で
あ
る
。
こ
の
章
の
検
討
を
つ
う
じ
て
、「
昔
は
よ
か
っ
た
」「
昔
の
家
族
に
は
介
護
力
が
あ
っ

た
」と
い
う
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
言
説
に
、
根
拠
が
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
介
護
問
題
の
専
門
家
の
あ
い
だ
で
は
、

家
族
介
護
が「
神
話
」で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
共
通
の
了
解
で
あ
り
、
反
対
に
、「
家
族
介
護
」こ
そ
き
わ
め
て
近
代
的
な
問

題
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
。

6
章「
ケ
ア
と
は
ど
ん
な
労
働
か
」と
7
章「
ケ
ア
さ
れ
る
と
は
ど
ん
な
経
験
か
」と
は
、
相
互
行
為
と
し
て
の
ケ

ア
の
複
数
の
担
い
手
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら「
ケ
ア
」を
分
節
す
る
。「
ケ
ア
」は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
わ
り

に
、
与
え
手・
受
け
手
双
方
に
と
っ
て
ど
ん
な
経
験
か
が
、
実
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ケ
ア
は
、
与
え
手

に
と
っ
て
は
サ
ー
ビ
ス（
の
提
供
）で
あ
り
、
受
け
手
に
と
っ
て
は
ニ
ー
ズ（
の
充
足
）で
あ
る
。
ケ
ア
関
係
と
は
、
し
た
が
っ

て
サ
ー
ビ
ス
と
ニ
ー
ズ
の
交
換
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
ニ
ー
ズ
の
充
足
は
第
三
者
に
代
替
し
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
第
三
者
に
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の「
第
三
者
基
準
」が
、
サ
ー
ビ
ス（
提
供
）が
、

労
働
で
あ
る
根
拠
で
あ
る
。
ケ
ア
関
係
を
人
格
化
す
る
こ
と
で「
か
け
が
え
の
な
い
」「
と
り
か
え
の
き
か
な
い
」関
係
と

見
な
し
、
し
た
が
っ
て
ケ
ア
を
労
働
と
見
な
す
こ
と
を
拒
否
す
る
立
場﹇H

im
m

elw
eit 1995=1996

﹈も
あ
る
が
、
本
章
で
は

こ
れ
を
批
判
的
に
検
討
す
る
。

ケ
ア
を
労
働
と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
労
働
と
比
較
す
る
こ
と
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
。「
不
払
い
労

働
」の
理
論
の
最
大
の
理
論
的
貢
献
は
、「
女
が
家
庭
で
や
っ
て
い
る
こ
と
」を「
労
働
」と
定
義
す
る
こ
と
で
、
他
の
あ

ら
ゆ
る
労
働
と
の
共
約
可
能
性com

m
ensurability

を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
労
働
と
し
て
の
ケ

ア
の
価
値
を
他
の
労
働
と
比
較
し
、
そ
の
交
換
価
値
、
す
な
わ
ち
市
場
価
格
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
本
書
が

さ
ま
ざ
ま
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
あ
き
ら
か
に
す
る
の
は
、
い
か
な
る
計
算
方
式
を
採
用
し
て
も
、「
ケ
ア
ワ
ー

ク
の
値
段
」が
あ
ら
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
労
働
の
う
ち
で
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
検
討
を
つ

う
じ
て
、「
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
値
段
は
な
ぜ
安
い
か
?
」と
い
う
巨
大
な
問
い
が
浮
か
び
上
が
る
。
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7
章「
ケ
ア
さ
れ
る
と
は
ど
ん
な
経
験
か
」は
、「
ケ
ア
と
は
ど
ん
な
労
働
か
」以
上
に
、
さ
ら
に
め
っ
た
に
論
じ
ら

れ
る
こ
と
の
な
い
主
題
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
ケ
ア
論
の
な
か
に
は
、
強
い
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
は
び

こ
っ
て
き
て
お
り
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
は
こ
れ
ま
で
恩
恵
の
対
象
で
あ
っ
て
も
権
利
の
主
体
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
当
事
者
主
権
の
立
場
か
ら
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
ニ
ー
ズ
の
充
足
と
は
ど
ん
な
経
験
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
こ

で
直
面
す
る
の
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
沈
黙
で
あ
り
、
ケ
ア
す
る
側
が
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
声
を
聞
い
て
こ
な
か
っ
た
現

実
で
あ
る
。

ケ
ア
さ
れ
る
側
の
数
少
な
い
発
言
の
な
か
に
は
、「
ケ
ア
さ
れ
る
プ
ロ
」（ 

小
山
内
美
智
子
）﹇1997

﹈と
し
て
の
障
害
者
の
発

言
が
あ
る
。
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
は
自
分
の
身
体
を
他
者
に
預
け
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
よ
う
な
行
為
で
あ
り
、
う
ま
く
い

く
こ
と
も
あ
れ
ば
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
さ
え
、
で
き
れ
ば

避
け
た
い
行
為
で
あ
っ
た
り
す
る
。
リ
ス
ク
を
冒
し
て
も
ケ
ア
す
る
側
に
ニ
ー
ズ
を
表
出
す
る
障
害
者
に
く
ら
べ
れ
ば
、

日
本
の
高
齢
者
が
ニ
ー
ズ
の
主
体
と
し
て「
当
事
者
に
な
っ
て
い
な
い
」こ
と
が
、
デ
ー
タ
か
ら
は
あ
き
ら
か
に
な
る
。

8
章「「
よ
い
ケ
ア
」と
は
何
か
―
集
団
ケ
ア
か
ら
個
別
ケ
ア
へ
」は
、
当
事
者
主
権
の
立
場
を
い
っ
そ
う
お
し
す
す

め
た
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
主
権
の
立
場
か
ら
は
、
ケ
ア
の
質
と
は
、
ケ
ア
を
受
け
る
側
の
判
定
に
よ
る
ほ
か
な
い
。

当
事
者
主
権
と
は
、
何
が
必
要
か
を
専
門
家
や
第
三
者
が
判
定
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
、
も
っ
と
も
対
抗
す
る
立
場

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て「
よ
い
ケ
ア
」の
基
準
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
集
団
ケ
ア
に
対
し
て
個
別
ケ
ア
、
施
設

ケ
ア
に
対
し
て
在
宅
ケ
ア
、
雑
居
ケ
ア
に
対
し
て
個
室
ケ
ア
―
総
じ
て
当
事
者
の
個
別
性
に
応
じ
た
カ
ス
タ
ム・
メ

イ
ド
の
ケ
ア
と
な
ろ
う
。
認
知
症
ケ
ア
で
はperson-centered
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
当
事
者
中
心
」の
個
別
性

へ
の
要
請
は
、
認
知
症
ケ
ア
に
か
ぎ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
認
知
症
ケ
ア
で
は
、
認
知
症
の
あ
ら
わ
れ
方
の
個
別
性

に
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
史
が
よ
り
臨
界
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
個
別
ケ
ア
」の
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
集
団
ケ
ア
や
施
設
ケ
ア
の
限
界
は
あ
き
ら
か
だ
が
、
逆
に
、
在
宅
ケ
ア
だ
か
ら
、

個
室
ケ
ア
だ
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
個
別
ケ
ア
が
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
在
宅
や
個
室
は
ハ
ー
ド
の
条

件
に
す
ぎ
ず
、
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は
な
い
。
個
別
ケ
ア
の
流
れ
の
な
か
で
、
住
宅（
ハ
ー
ド
）と
介
護
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サ
ー
ビ
ス（
ソ
フ
ト
）と
の
分
離
を
す
す
め
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
今
日
、
施
設
内
個
室
ケ
ア
を
推
進
し
よ
う
と
し
た

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
将
来
回
顧
的
に
見
れ
ば
、
歴
史
の
過
渡
期
の
産
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
け
く
わ
え
て
お
け
ば
当
事
者
主
権
と
は
、
当
事
者
の
即
自
的
な
欲
求
の
充
足
を
意
味
し
な
い
。「
よ
い
ケ
ア
」を
求

め
る
た
め
に
は
、
当
事
者
も
ま
た
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
判
定
能
力
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の

「
消
費
者
教
育
」が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ケ
ア
の
相
互
関
係
の
も
と
で
は
、
ケ
ア
の
与
え
手
も
、
ケ
ア
の
受
け
手
も
、
共

に
成
長
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
Ⅲ
部
で
は
、
介
護
保
険
下
の
ケ
ア
事
業
の
実
践
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
前
提
に
な
る
の
は
、
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
誰
が
担
う
の
か
と
い
う
、「
不
払
い
労
働
」論
で
は「
再
生
産
費
用
の
分
配
問
題
」と
し
て
知
ら
れ
る
問
い
に
答
え

る
こ
と
で
あ
る
。

9
章「
誰
が
介
護
を
担
う
の
か

―
介
護
費
用
負
担
の
最
適
混
合
へ
向
け
て
」で
は
、
ペ
ス
ト
フ
、
サ
ラ
モ
ン
、
京
極
、

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル
セ
ン
ら
の
先
行
研
究
を
批
判
的
に
検
討
し
た
う
え
で
、
官
／
民
／
協
／
私
の
四
元
図
式
を
提
示

し
た
。
官
／
民
／
協
／
私
は
、
国
家
／
市
場
／
市
民
社
会
／
家
族
の
セ
ク
タ
ー
を
、
わ
た
し
の
用
語
で
言
い
か
え
た
も

の
で
あ
る
。
先
行
の
論
者
の
う
ち
、
ペ
ス
ト
フ
、
サ
ラ
モ
ン
、
京
極
ら
は
国
家
／
市
場
／
市
民
社
会
の
三
元
図
式
に
、

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
国
家
／
市
場
／
家
族
の
三
元
図
式
に
そ
れ
ぞ
れ
と
ど
ま
る
限
界
を
持
っ
て
い
た
。
福
祉

は「
補
完
主
義
の
原
理
」で
成
り
た
っ
て
き
た
が
、
そ
の
際
、「
市
場
の
失
敗
」を
補
完
す
る
の
が
国
家
で
あ
り
、
そ
の

「
国
家
の
失
敗
」を
補
完
す
る
の
が「
市
民
社
会
」で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

「
家
族
の
失
敗
」は
そ
れ
よ
り
先
に
前
提
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
い
う「
家
族
の
失
敗
」と
は
、「
失
敗
し
た
家
族
」

す
な
わ
ち
死
別
や
離
別
で
家
族
か
ら
見
離
さ
れ
た
ひ
と
び
と
だ
け
を
指
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
福
祉
の
対
象
は
、
孤

老
や
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
き
た
。
逆
に
家
族
が
そ
ろ
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
問
題
は
な
い
と
見
な
さ
れ

て
き
た
の
が
、
家
族
依
存
の「
保
守
主
義
的
福
祉
レ
ジ
ー
ム
」だ
が
、
そ
の
家
族
が
と
っ
く
に
空
洞
化
し
て
い
る
こ
と
を
、

協
セ
ク
タ
ー
の
役
割
（
第
Ⅲ
部
）

4
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二
〇
一
〇
年
に
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
し
た「
消
え
た
高
齢
者
」事
件
は
あ
き
ら
か
に
し
た
。
近
代
家
族
論
が
あ
き
ら
か
に
し

た
の
は
、
ま
と
も
に
見
え
る
家
族
そ
の
も
の
が
ケ
ア
と
い
う
重
荷
を
負
っ
た「
積
み
す
ぎ
た
方
舟
」﹇ Finem

an 2004=2009

﹈

だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
に
見
れ
ば「
家
族
の
失
敗
」は
織
り
こ
み
済
み
だ
っ
た
、
た
だ
政
府
と
研
究
者
が
そ
れ
を

認
め
な
か
っ
た
だ
け
で
。

「
家
族
の
失
敗
」「
市
場
の
失
敗
」「
国
家
の
失
敗
」が
示
す
も
の
は
、
い
か
な
る
セ
ク
タ
ー
に
も
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
N　
P　
O
論
者
が
強
調
す
る「
市
民
社
会
」セ
ク
タ
ー
に
も
限
界
は
あ
る
。
N　
P　
O
だ
け
で
、「
家
族
の
失
敗
」「
市

場
の
失
敗
」「
国
家
の
失
敗
」の
す
べ
て
を
補
完
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
無
理
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
セ
ク
タ
ー
に
も
限

界
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ク
タ
ー
が
補
完
し
合
っ
て
そ
の
役
割
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
方

が
、
福
祉
国
家
論
に
と
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
福
祉
多
元
社
会
論
で
あ
る
。
福
祉
の
ア
ク
タ
ー
は
国
家
だ
け
で

は
な
い
。

カ
ー
ル・ 

ポ
ラ
ン
ニ﹇ Polanyi 1944=1975

﹈の
経
済（
財
と
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
と
分
配
の
シ
ス
テ
ム
）の
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
家
族
、

市
場
、
国
家
、
市
民
社
会
セ
ク
タ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
、
贈
与
、
交
換
、
再
分
配
、
互
酬
性
の
領
域
に
対
応
す
る
。
歴
史
上

い
ず
れ
の
社
会
に
も
こ
の
四
種
類
の
経
済
が
同
時
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
な
く
、
た
ん
に
そ
の
あ
い
だ
の
配
分
が

違
う
だ
け
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
の
四
つ
の
領
域
の
う
ち
、
ど
れ
か
が
ど
れ
か
に
と
っ
て
代
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら

の
あ
い
だ
の「
最
適
混
合
」が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば「
介
護
の
社
会
化
」が
い
か
に
お
こ
な
わ
れ
よ
う
と
、
家
族
の
役

割
は
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
長
期
に
わ
た
る
生
活
歴
に
も
と
づ
く「
ケ
ア
の
絆
」﹇ Finem

an 2004=2009

﹈は
、
ケ
ア
関
係

に
お
い
て
も
代
替
不
可
能
な
役
割
を
果
た
す
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
、
国
家
も
市
場
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
代
替
不
可
能
な

役
割
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
。
福
祉
多
元
社
会
に
お
い
て
も
、
唯
一
法
的
な
強
制
力
を
持
つ
再
分
配
制
度
と
し
て
の
国

家
は
、
福
祉
の
基
盤
整
備
の
制
度
的
な
条
件
を
整
え
る
責
任
を
担
っ
て
い
る
。

回
顧
的
に
い
え
ば
、
近
代
と
は
家
族
、
市
場
、
国
家
の
三
点
セ
ッ
ト
が
席
捲
し
、
そ
の
万
能
性
が
疑
わ
れ
な
か
っ
た

時
代
だ
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
二
一
世
紀
と
は
、
こ
の
家
族
、
市
場
、
国
家
の
近
代
ト
リ
オ
が
そ

の
限
界
を
あ
ら
わ
に
し
た
時
代
だ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。



0 1 4ケアの社会学

そ
の
な
か
に
登
場
し
た
第
四
の
ア
ク
タ
ー
、
市
民
社
会
こ
と「
協
セ
ク
タ
ー
」に
多
く
の
ひ
と
び
と
は
期
待
を
つ
な
い

で
い
る
。
わ
た
し
も
例
外
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
家
族
、
市
場
、
国
家
の
近
代
ト
リ
オ
が
目
の
敵
に
し
て
解

体
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
っ
た
か
ら
あ
り
、「
市
民
社
会
」と
呼
ば
れ
る
領
域
は
こ
れ
ま
で
つ
ね
に
、

こ
の
近
代
ト
リ
オ
の「
残
余
部
分
」で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の「
残
余
部
分
」か
ら
、
従
来
と
異
な
る

新
た
な
共
同
性
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
を
旧
来
の「
共
同
体
の
復
権
」と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
近
代
を

一
巡
し
た
あ
と
で
、「
家
族
の
失
敗
」「
市
場
の
失
敗
」「
国
家
の
失
敗
」が
身
に
沁
み
た
ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
新

し
い
共
同
性
、
自
助
で
も
な
く
公
助
で
も
な
い
共
助
の
し
く
み
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
協
セ
ク
タ
ー
も
ま
た
歴
史
的
な
産
物
で
あ
る
。 

サ
ラ
モ
ン
が
非
営
利
セ
ク
タ
ー
と
し
て
提
示
し
た
対
象
は
、
彼

の
定
義
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
概
念
化
さ
れ
た
領
域
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
そ
こ
に
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
視
化
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
あ
っ
て
無
視
で
き
な
い
領
域
と
し
て
成
長
し
て

き
た
活
動
で
あ
り
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
ア
メ
リ
カ
の
G　
D　
P
の
一
割
近
く
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
た
。

同
じ
よ
う
に
日
本
で
も
協（
非
営
利
協
同
と
も
呼
ぶ
）セ
ク
タ
ー
は
急
速
に
成
長
し
て
き
た
。
そ
れ
が
無
視
で
き
な
い
存
在

と
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
研
究
者
は
主
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
協
セ
ク
タ
ー
の
追
い

風
に
な
っ
た
の
は
、
九
八
年
に
成
立
し
た
N　
P　
O
法
と
介
護
保
険
法
で
あ
る
。
前
者
は
そ
れ
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
N　
P　
O
と
い
う
事
業
体
を
つ
く
り
だ
し
、
後
者
は
そ
れ
が
成
り
た
つ
た
め
の
基
盤
を
提
供
し
た
。
そ
れ
以
降
、
日
本

に
お
い
て
N　
P　
O
が
、
と
り
わ
け
福
祉
分
野
に
お
け
る
介
護
系
N　
P　
O
が
、
雨
後
の
筍
の
ご
と
く
簇
生
す
る
に
至
っ
た

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
も
わ
た
し
は
、
と
り
わ
け
生
協
系
の
福
祉
事
業
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
。
そ
の
理
由
は
ふ
た
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
生
協
系
の
事
業
は
N　
P　
O
法
が
成
立
す
る
前
か
ら
共
助
の
理
念
に
も
と
づ
い
て
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
に

な
っ
て
き
た
と
い
う
前
史
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
生
協
系
の
福
祉
事
業
の
担
い
手
た
ち
は
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
家
事・育
児
経
験
の
あ
る
中
高
年
の
既
婚
女
性
た
ち
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
が
家
庭
で
や
っ
て
き
た「
不
払
い
労

働
」が
、
外
に
で
て
や
れ
ば「
支
払
い
労
働
」に
な
る
と
い
う
歴
史
的
変
化
を
ひ
き
お
こ
す
条
件
を
、
介
護
保
険
法
が
整
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備
し
た
か
ら
で
あ
る
。

10
章「
市
民
事
業
体
と
参
加
型
福
祉
」か
ら
11
章「
生
協
福
祉
」、
12
章「
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
」ま
で
の
章
は
、
介
護
保
険
施
行
前
夜
か
ら
施
行
後
に
か
け
て
の
生
協
福
祉
事
業
の
変
貌
を
、
九
州
に
拠

点
を
お
く
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動
を
事
例
と
し
て
、
実
証
研
究
し
た
も
の

で
あ
る
。

介
護
保
険
は
た
し
か
に
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
に
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
す
ぎ
な
か
っ
た
共
助
け
活
動
を
、
経
済

活
動
と
し
て
事
業
化
す
る
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
た
。
だ
が
同
時
に
生
協
に
と
っ
て
も
、
食
材
か
ら
サ
ー
ビ
ス

へ
と
事
業
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
経
営
戦
略
の
う
え
で
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
。
当
初
の
連
載
に
な
か
っ
た

が
本
書
で
収
録
し
た
13
章「
生
協
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
編
成
」は
、
生
協
の
経
営
戦
略
上
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
編
成
を
、
歴
史
的
に

検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
生
協
の
組
織
論
上・運
動
論
上
の「
獅
子
身
中
の
虫
」と
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
わ

た
し
の
予
測
は
、
共
同
研
究
者
の
ひ
と
り
、
朴パ

ク

姫ヒ

淑ス
ク

に
よ
っ
て「
上
野
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
へ
の
片
思
い
」と

酷
評
を
受
け
た﹇
千
田2011: 372

﹈。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
環
境
の

変
化
の
つ
ど
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
編
成
は
く
つ
が
え
る
こ
と
な
し
に
、
た
ん
に
再
編
を
と
げ
て
き
た
だ
け
だ
と
い
う
冷
厳
な

事
実
が
浮
か
び
上
が
る
。
戦
争
も
不
況
も
情
報
革
命
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
編
成
を
転
覆
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
介
護
保

険
も
例
外
で
は
な
い
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
介
護
保
険
施
行
か
ら
お
よ
そ
一
〇
年
、
歴
史
が

結
論
を
出
す
に
は
ま
だ
早
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
10
章
で
は「
福
祉
経
営
」の
概
念
を
提
唱
し
た
。
ど
ん
な
事
業
に
も
運
動
に
も「
経
営
」は
不
可
欠
で
あ
る
。
だ

が
、
協
セ
ク
タ
ー
の
経
営
は
、
営
利
事
業
の
経
営
と
同
じ
で
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
福
祉
事
業
の
目
的
は
福
祉
の
達

成
で
あ
っ
て
、
営
利
の
追
求
で
は
な
い
。
ふ
た
た
び
相
互
行
為
と
し
て
の
ケ
ア
の
定
義
に
た
ち
か
え
れ
ば
、「
福
祉
経

営
」と
は
、
た
ん
な
る
顧
客
満
足
や
効
率
の
追
求
で
は
な
く
、「
ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ
れ
る
側
と
の
双
方
の
利
益
が
最

大
化
す
る
」よ
う
な
経
営
を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら「
よ
い
ケ
ア
」と
は
相
互
の
満
足
の
も
と
で
は
じ
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め
て
成
立
す
る
関
係
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
ケ
ア
す
る
側
の
不
満
は
か
な
ら
ず
非
対
称
な
弱
者
と
し
て
の
ケ
ア
さ
れ
る

側
に
し
わ
よ
せ
さ
れ
る
か
ら
だ
。
だ
が
同
時
に
、
そ
れ
は
持
続
可
能
な
事
業
を
可
能
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

先
行
研
究
の
検
討
に
も
と
づ
く
本
書
に
お
け
る
福
祉
経
営
の
定
義
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
福
祉
経
営
と

は
、（
1
）ケ
ア
の
受
け
手
と
与
え
手
双
方
の
利
益
が
最
大
化
す
る
よ
う
な
、（
2
）持
続
可
能
な
事
業
の
、（
3
）ソ
フ
ト

と
ハ
ー
ド
の
両
面
に
わ
た
る
経
営
管
理
の
あ
り
か
た
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て（
4
）市
民
の
合
意
と
資
源
の
調
達
能
力

と
、（
5
）社
会
的
設
計
の
提
案
と
実
践
能
力
を
と
も
な
う
も
の
と
す
る
。
事
実
、
多
く
の
協
セ
ク
タ
ー
の
先
進
事
例
は
、

以
上
の
条
件
に
か
な
う
福
祉
経
営
を
達
成
し
て
お
り
、
あ
ま
つ
さ
え
そ
の
成
功
例
で
は
、
納
税
団
体
と
し
て
利
益
ま
で

計
上
し
て
い
る
の
だ
。

14
章「
協
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
先
進
ケ
ア
の
実
践

―
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
例
」で
は
、
生
協
以
外
の

他
の
N　
P　
O
の
福
祉
事
業
の
実
践
事
例
を
と
り
あ
げ
た
。
な
か
で
も
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
と
呼
ば
れ
る
ユ
ニ
ー

ク
な
実
践
の
う
ち
、
そ
の
先
進
事
例
で
あ
る「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」と
い
う
事
業
所
を
研
究
対
象
と
し
た
。「
小
規
模

多
機
能
型
」と
は
、
九
三
年
に
こ
の
事
業
所
が
開
設
す
る
ま
で
は
、
こ
の
世
に
存
在
し
な
か
っ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る
。
介
護
保
険
も
そ
の
こ
ろ
は
影
も
か
た
ち
も
な
か
っ
た
。 「
小
規
模
多
機
能
型
」を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
そ
れ
が「
在

宅
支
援
」を
含
む「
個
別
ケ
ア
」の
理
念
に
も
っ
と
も
近
い
通
所
事
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
前
例
の
な
い
事
業
に

の
り
だ
し
た
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
が
、
そ
の
種
ま
き
を
し
、
つ
い
に
は
二
〇
〇
六
年
に
厚
労
省
指
定
の
モ
デ
ル
事
業
に
ま

で
な
っ
た
。
だ
が
行
政
が
関
与
し
て
モ
デ
ル
事
業
化
さ
れ
た「
小
規
模
多
機
能
型
」と
は
、
協
セ
ク
タ
ー
の
パ
イ
オ
ニ
ア

た
ち
が
つ
く
り
だ
し
て
き
た
も
の
と
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
本
文
を
読
ん
で
ほ
し
い
。

15
章
で
は
、
協
セ
ク
タ
ー
と
の
対
照
事
例
と
し
て「
官
セ
ク
タ
ー
の
成
功
と
挫
折

―
秋
田
県
旧
鷹
巣
の
場
合
」を

と
り
あ
げ
た
。
中
央
政
府
で
あ
れ
地
方
政
府
で
あ
れ
、
有
権
者
の
負
担
の
合
意
さ
え
え
ら
れ
れ
ば
、
理
想
に
近
い
福
祉

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
は
そ
の
合
意
の
調
達
に
成
功
し
、「
日
本
一
の
福
祉
の
町
」

を
つ
く
り
だ
し
た
と
見
え
た
秋
田
県
旧
鷹
巣
町
の「
栄
光
」は
、
だ
が
、
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
高
水
準
の
福
祉
を
維
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持
す
る
た
め
の
住
民
負
担
を
め
ぐ
っ
て
反
対
派
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
功
を
奏
し
、
合
意
は
く
つ
が
え
り
、「
鷹
巣
福
祉
」

は
瓦
解
し
た
。「
鷹
巣
福
祉
」は
な
ぜ
い
っ
た
ん
は
成
功
し
た
の
か
?　

同
じ
有
権
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
の「
鷹
巣
福

祉
」は
な
ぜ
挫
折
し
た
の
か
?　

研
究
者
は
こ
の
両
方
の
問
い
に
同
時
に
答
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
鷹
巣
福
祉
を
め

ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
問
い
に
同
時
に
答
え
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。

そ
の
背
後
に
は
、
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
の
地
方
分
権
改
革
、
市
町
村
合
併
の
大
波
、
そ
し
て

受
益
者
負
担
を
原
則
と
す
る
福
祉
の
ネ
オ
リ
ベ
改
革
―
応
益
負
担
の
介
護
保
険
制
度
は
そ
の
一
環
だ
っ
た
―
な
ど
、

一
地
方
自
治
体
の
裁
量
の
範
囲
を
超
え
る
政
治
環
境
の
激
変
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
官
へ
の
過
度
の

依
存
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
善
政
で
あ
れ
悪
政
で
あ
れ
、
官
は
官
に
ち
が
い
な
い
。
協
セ
ク
タ
ー
の
成
功
事

例
と
く
ら
べ
れ
ば
、
官
と
協
の
違
い
は
き
わ
だ
つ
。
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
の
担
い
手
た
ち
は
、
制
度
の
変
更
や
政
権
の

交
代
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
な
い
事
業
の
あ
り
か
た
を
模
索
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
場
の
ニ
ー
ズ
に
密
着
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

16
章「
協
セ
ク
タ
ー
の
優
位
性
」で
は
、
第
Ⅲ
部
の
議
論
を
ま
と
め
て
、
官
／
民
／
協
／
私
の
四
つ
の
セ
ク
タ
ー
の

う
ち
、
今
日
で
は
ま
だ
大
き
な
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
後
成
長
が
期
待
さ
れ
る
協
セ
ク
タ
ー
に

つ
い
て
、
な
ぜ
そ
れ
が
他
の
三
つ
の
セ
ク
タ
ー
に
く
ら
べ
て
競
争
優
位
に
あ
る
か
、
を
先
行
研
究
の
検
討
に
も
と
づ
い

て
結
論
し
た
。

「
小
規
模
多
機
能
型
」に
か
ぎ
ら
ず
、
N　
P　
O
の
事
業
に
は「
先
進
的
」と
呼
ば
れ
る
事
例
が
多
い
。
し
か
も
そ
の
多
く

を
女
性
が
担
っ
て
い
る
。
N　
P　
O
は「
待
っ
た
な
し
」の
当
事
者
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
き
た
前
史
を
持
ち
、
介
護
保
険
で
と

つ
ぜ
ん
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
福
祉
N　
P　
O
の
事
業
は
本
書
の
立
場
で
あ
る
当
事
者
主
権
に
も
っ
と
も
近
い
理
念

を
持
っ
て
お
り
、
事
実
、
調
査
に
よ
れ
ば
利
用
者
の
満
足
度
は
高
い
。
ま
た
先
進
事
例
と
し
て
知
ら
れ
る
事
例
は
介
護

保
険
以
前
か
ら
事
業
を
継
続
し
て
き
た
例
が
多
く
、
介
護
保
険
施
行
前
後
の
移
行
期
間
を
軟
着
陸
し
た
も
の
で
あ
る
。

介
護
保
険
は
彼
女
た
ち
の
事
業
に
、
安
定
し
た
経
営
基
盤
を
与
え
た
。

N　
P　
O
の
事
業
が
先
進
的
で
あ
る
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
三
つ
の
条
件
、（
1
）自
発
性
、（
2
）無
償
性
、
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（
3
）先
進
性
を
満
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
N　
P　
O
の
場
合
は
、（
2
）無
償
性
は「
非
営
利
性
」と
読
み
替
え
ら
れ
よ

う
。
わ
た
し
が
N　
P　
O
を
含
む
協
セ
ク
タ
ー
に
期
待
す
る
の
は
、
当
事
者
ニ
ー
ズ
に
も
っ
と
も
近
い
位
置
に
い
て
先
進

的
な
事
業
モ
デ
ル
を
創
造
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
業
が
採
算
ベ
ー
ス
に
乗
る
こ
と
が

証
明
さ
れ
れ
ば
、
も
っ
と
大
き
な
資
金
力
を
持
っ
た
営
利
法
人
が
そ
れ
に
追
随
し
て
事
業
に
参
入
す
る
で
あ
ろ
う
。
営

利
法
人
に
追
い
つ
か
れ
た
と
き
に
は
、
協
セ
ク
タ
ー
は
も
う
一
歩
先
に
い
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で

は
、「
先
進
性
」と
は
、
協
セ
ク
タ
ー
の
強
み
で
も
あ
り
、
課
題
で
も
あ
る
。
協
セ
ク
タ
ー
と
は
市
場
と
の
一
歩
違
い
の

競
争
に
、
つ
ね
に
勝
ち
つ
づ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
命
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
。

同
じ
介
護
保
険
制
度
の
も
と
に
あ
っ
て
な
ぜ
特
定
の
事
業
体
は「
先
進
的
」と
い
う
評
価
を
獲
得
し
、
他
の
事
業
体

は
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
同
じ
準
市
場
の
も
と
で
出
来
高
払
い
制
と
い
う
イ
コ
ー
ル・
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
競
争
の
も
と

に
お
か
れ
な
が
ら
、「
よ
い
ケ
ア
」と
そ
う
で
な
い
ケ
ア
と
の
あ
い
だ
に
、
な
ぜ
こ
れ
だ
け
の
落
差
が
生
ま
れ
る
の
か
?

「
先
進
事
例
」が
協
セ
ク
タ
ー
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
そ
う
し
た
協
セ
ク
タ
ー
の
成
功
事
例
に
は
、
い
く

つ
か
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は（
1
）理
念
と
志
の
高
い
経
営
者
が
、（
2
）モ
ラ
ル
と
能
力
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
を
、（
3
）低
賃
金
で
調
達
で
き

る
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
高
い「
理
念
」と
経
営
者
の「
献
身
」は
ワ
ー
カ
ー
の
低
い
労
働
条
件
へ
の
不
満
を
抑

制
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
前
提
に
、
労
働

条
件
の
切
り
下
げ
に
み
ず
か
ら
合
意
す
る
ワ
ー
カ
ー
す
ら
い
る
。

こ
の「
成
功
」を「
奇
跡
」と
呼
ん
だ
の
は
、「
社
会
科
学
的
で
な
い
」と 

副
田
義
也
氏
か
ら
ご
指
摘
を
受
け
た﹇
上
野・ 副
田

2011: 23

﹈。
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の「
奇
跡
」の
な
か
に
こ
そ
、
協
セ
ク
タ
ー
の
危
う
さ
と
希
望
の
両
方

が
含
ま
れ
て
い
る
。

第
Ⅳ
部
で
は
、
ケ
ア
の
未
来
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
な
か
で
く
り
か
え
し
問
わ
れ
る
べ
き
問
い
は
、「
ケ
ア

ケ
ア
の
未
来
（
第
Ⅳ
部
）

5
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ワ
ー
ク
の
値
段
は
な
ぜ
安
い
か
?
」と
い
う
問
い
で
あ
る
。
前
章
に
お
け
る「
奇
跡
」も
ま
た
、
こ
の
問
い
に
関
わ
っ
て

い
る
。
ケ
ア
と
い
う
、
こ
の
社
会
的
に
は
重
要
で
あ
り
な
が
ら
報
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
労
働
に
、
い
っ
た
い
い
か
な

る
ひ
と
び
と
が
動
員
さ
れ
て
い
る
の
か
?
　
そ
し
て
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
ケ
ア
労
働
力
が
逼
迫
す
る
と
予
想
さ
れ
る
将

来
に
、
い
か
な
る
ひ
と
び
と
が
動
員
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
?

17
章「
ふ
た
た
び
ケ
ア
労
働
を
め
ぐ
っ
て

―
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ケ
ア
」は
、
こ
の
問
い
に
応
え
た
も
の

で
あ
る
。

ケ
ア
ワ
ー
ク
の
供
給
が
逼
迫
す
る
と
い
う
危
機
感
は
、「
現
在
の
労
働
条
件
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
」と
い
う
前
提
を
、

与
件
と
し
て
い
る
。
労
働
市
場
も
ま
た
受
給
バ
ラ
ン
ス
に
よ
る
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
し
た
が
う
と
す
れ
ば
、
供
給
を
誘

導
す
る
に
は
価
格
を
上
げ
れ
ば
よ
い
の
は
見
や
す
い
道
理
で
あ
ろ
う
。
ケ
ア
に
関
わ
る
職
種
の
う
ち
、
医
師
は
3
　K
職

場
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
志
望
者
は
絶
え
な
い
。
負
担
と
責
任
が
重
く
て
も
、
そ
れ
に
見
合
う
高
い
社
会
的
地
位
と
報
酬

が
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
看
護
師
と
介
護
士
は
、「
つ
く
ら
れ
た
労
働
力
不
足
」と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
介
護
士

に
関
し
て
い
え
ば
、
介
護
福
祉
士
有
資
格
者
の
う
ち
活
性
化
率
は
約
五
〇
%
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
。
介

護
支
援
専
門
員
こ
と
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
も
、
そ
の
資
格
取
得
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
有
職

率
は
約
半
分
と
言
わ
れ
て
い
る
。
介
護
福
祉
士
も
介
護
支
援
専
門
員
も
介
護
保
険
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
職
種
で

あ
る
。
介
護
保
険
施
行
の
初
期
に
は
絶
対
数
の
不
足
が
言
わ
れ
、
多
く
の
志
願
者
が
殺
到
し
た
。
養
成
機
関
も
各
地
に

設
立
さ
れ
、
時
な
ら
ぬ
専
門
学
校
ブ
ー
ム
が
起
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
養
成
ブ
ー
ム
は
ほ
ど
な
く
鎮
静
し
、
学

校
に
よ
っ
て
は
定
員
割
れ
を
起
こ
す
と
こ
ろ
も
で
た
。
メ
デ
ィ
ア
が「
介
護
崩
壊
」の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
り
、
介
護

労
働
者
の
労
働
条
件
の
劣
悪
さ
や
将
来
展
望
の
な
さ
に
つ
い
て
訴
え
た
か
ら
で
あ
る
。
現
場
の
経
営
者
た
ち
は
、
メ

デ
ィ
ア
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
効
果
を
責
め
る
が
、
も
ち
ろ
ん
メ
デ
ィ
ア
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
は
事
実
に
も
と
づ
く
根
拠
が 

あ
っ
た
。

そ
こ
に
参
入
し
て
き
た
の
が
外
国
人
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
協
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
介
護
労
働
の「
価
格
破
壊
」を

批
判
的
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
労
働
市
場
が
国
内
で
閉
じ
て
い
る
あ
い
だ
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
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早
い
時
期
か
ら
指
摘
し
て
き
た
。
福
祉
先
進
国
で
あ
る
諸
外
国
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
火
を
見
る
よ
り
あ
き
ら
か
だ
っ
た
。

福
祉
先
進
国
の
高
い
介
護
水
準
が
低
賃
金
の
移
民
労
働
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
否
定
で
き
る
ひ
と
は

い
な
い
。

現
状
の
ま
ま
の
低
い
労
働
条
件
が
続
く
か
ぎ
り
、
介
護
の
労
働
力
不
足
が
起
き
る
。
そ
れ
な
ら
条
件
を
変
え
な
い
ま

ま
、
そ
の
労
働
条
件
に
合
意
し
て
く
れ
る
労
働
者
を
よ
そ
か
ら
調
達
す
れ
ば
よ
い
―
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

労
働
力
の
移
動
を
ま
す
ま
す
容
易
に
す
る
世
界
史
的
な
変
化
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
諸
外
国
の
例
を
見
れ
ば
、「
労
働
鎖

国
」の
日
本
だ
け
が
例
外
に
見
え
る
。

二
〇
〇
九
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
E　
P　
A
協
定
の
も
と
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
お
よ
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
看

護
師・
介
護
士
の
導
入
が
、
日
本
に
お
け
る「
労
働
開
国
」の
一
歩
に
あ
た
る
の
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
予
断
を
許
さ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
E　
P　
A
協
定
の
も
と
も
と
の
政
策
意
図
が
日
本
国
内
に
お
け
る
介
護・
看
護
労
働
力
不
足
に
応
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
年
間
五
〇
〇
人
規
模
の
外
国
人
の
導
入
は
介
護・
看
護
労
働
市
場
の
全
体
の

規
模
か
ら
見
れ
ば
焼
け
石
に
水
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
政
府
も
経
済
団
体
も
、
本
格
的
な「
労
働
開
国
」へ
向
け
て
舵
を

切
っ
た
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
。

だ
が
、
マ
ク
ロ
的
に
見
れ
ば
、
日
本
も
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ケ
ア・
チ
ェ
ー
ン
の
一
環
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
は

不
可
避
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
高
齢
者
の
ケ
ア
を
発
展
途
上
国
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
が
担
う
。
出
身
国
で
は
中
産
階
級
に
属

す
る
移
民
労
働
者
が
祖
国
に
残
し
て
き
た
家
族
の
ケ
ア
を
、
さ
ら
に
低
階
層
の
家
事
労
働
者
が
担
う
。
地
方
や
農
村
出

身
の
家
事
使
用
人
の
故
郷
の
家
庭
で
は
、
祖
父
母
が
孫
の
世
話
を
す
る
。
そ
の
孫
た
ち
が
外
へ
出
て
行
け
ば
、
高
齢
化

し
た
祖
父
母
の
ケ
ア
を
担
う
者
は
誰
も
い
な
い
。
先
進
国
の
高
齢
者
の
手
厚
い
ケ
ア
が
移
民
労
働
力
で
担
わ
れ
る
い
っ

ぽ
う
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル・ケ
ア・チ
ェ
ー
ン
の
末
端
で
は
、
ケ
ア
の
崩
壊
が
起
き
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
値
段
が
安
い
か
ら
。
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
値
段
を
誰
も
上
げ
よ
う
と
し
な
い
か
ら
。

そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
?

何
度
で
も
く
り
か
え
し
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
が
あ
る
。
い
ま
か
ら
二
〇
年
以
上
前
、
一
九
九
〇
年
の
著
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作『
家
父
長
制
と
資
本
制
』の
最
後
の
三
行
に
わ
た
し
は
こ
う
書
い
た
。

な
ぜ
人
間
の
生
命
を
産
み
育
て
、
そ
の
死
を
み
と
る
と
い
う
労
働（
再
生
産
労
働
）が
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
労

働
の
下
位
に
お
か
れ
る
の
か
…
…
こ
の
問
い
が
解
か
れ
る
ま
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
課
題
は
永
遠
に
残
る
だ

ろ
う
。 

﹇
上
野1990: 307-8; 

上
野2009d: 389

﹈

終
章
の
18
章
で
は
、「
次
世
代
福
祉
社
会
の
構
想
」を
論
じ
た
。
希
望
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
処
方
箋
だ
っ
て
な
い

と
は
い
え
な
い
。
制
度
設
計
も
政
策
提
言
も
す
で
に
い
く
つ
も
で
て
い
る
。
そ
の
気
に
な
れ
ば
ア
ク
シ
ョ
ン・
プ
ラ
ン

だ
っ
て
あ
る﹇
上
野・ 中
西2008
﹈。
あ
と
は
合
意
形
成
と
実
践
あ
る
の
み
、
な
の
だ
、
ほ
ん
と
う
は
。

未
曾
有
の
大
震
災
は
、
だ
が
、
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
非
常
事
態
だ
と
い
う
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ

ブ
ル
は
想
定
外
で
は
な
く
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
懸
案
で
あ
り
な
が
ら
と
り
か
か
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
課
題

を
オ
モ
テ
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
だ
け
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
、
本
書
で
論
じ
た
こ
と
が
ら
を
、
3・
11
の
あ
と
に
変

更
す
る
必
要
を
認
め
な
い
。
む
し
ろ
、
い
ま
こ
そ
協
セ
ク
タ
ー
の
重
要
性
、
共
助
け
と
支
え
あ
い
、
わ
か
ち
あ
い
の
大

切
さ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

「
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
」と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。「
受
難
の
共
同
体
」は
、
わ
か
ち
あ
い
の
理
想
を
一
瞬
で
も
実
現
さ
せ

る
。
行
政
も
警
察
も
機
能
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
日
本
で
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」、
弱
肉

強
食
の
野
蛮
状
態
は
現
象
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
日
本
人
の
国
民
性
に
解
消
す
る
必
要
は
な
い
。
東
北
人
の
忍
耐
強
さ
に
還
元
し
な
く
て
も
よ
い
。
前
近
代
的

な
血
縁・
地
縁
社
会
が
彼
の
地
で
は
生
き
て
い
る
か
ら
だ
と
想
定
し
な
く
て
も
よ
い
。
民
主
主
義
と
市
民
社
会
の
成
熟

の
証
だ
と
思
え
ば
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
市
民
社
会
と
は
、
ど
ん
な
条
件
下
に
お
か
れ
た
他
者
で
あ
れ
、
自
分
と
同
じ
人
格

を
持
っ
た
個
人
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
想
像
力
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
受
難
は
わ
た
し
だ
け
で
は
な
い
、

お
わ
り
に

―
希
望
は
、あ
る

6
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わ
た
し
は
被
災
者
で
は
な
い
が
他
人
事
で
は
な
い
、
わ
た
し
に
で
き
る
こ
と
が
あ
れ
ば
で
き
る
範
囲
で
助
け
合
い
、
支

え
あ
お
う
、
と
い
う
市
民
意
識
が
、
地
域
と
国
境
を
越
え
て
、
こ
れ
だ
け
の
規
模
と
レ
ベ
ル
で
拡
が
っ
た
の
だ
。

そ
の
な
か
で
災
害
弱
者
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
も
育
ま
れ
た
。
高
齢
者
を
高
齢
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
助
か
ら
な
く

て
も
よ
か
っ
た
、
と
は
誰
も
思
っ
て
い
な
い
。
避
難
所
で
は
医
療
ニ
ー
ズ
だ
け
で
な
く
介
護
の
ニ
ー
ズ
が
求
め
ら
れ
た
。

医
療
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
介
護
ワ
ー
カ
ー
に
も
出
番
が
要
請
さ
れ
た
。
寝
た
き
り
や
車
椅
子
の
人
た
ち
に
、
支
援
の

手
を
さ
し
の
べ
る
動
き
も
あ
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
が
到
達
し
た
社
会
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
。

希
望
を
持
っ
て
よ
い
。

大
震
災
の
あ
と
の
春
に 

上
野
千
鶴
子
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0 3 5 第 1章　ケアとは何か

な
ぜ
ケ
ア
を
語
る
の
か
?

そ
こ
に
ケ
ア
を
要
す
る
人
々
が
い
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
十
分

で
は
な
い
。「
ケ
ア
を
要
す
る
人
々
」と
は
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
概
念
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
な
状
態
が「
ケ
ア
を
要
す
る
状
態
」か
は
、
歴
史
と
社
会
に

よ
っ
て
変
化
す
る
。『
広
辞
苑
』に「
介
護
」と
い
う
語
が
採
録
さ
れ
た
の
は

一
九
八
三
年
の
第
三
版
か
ら
で
あ
る
と
い
う
し
、「
要
介
護
高
齢
者
」と
い
う

概
念
そ
の
も
の
が
歴
史
的
に
見
て
新
し
い
。
た
か
だ
か
介
護
保
険
施
行
以
降

の
こ
の
一
〇
年
間
に
登
場
し
た
法
律
用
語
に
す
ぎ
な
い
。
客
観
的
に
見
て
今

日
の「
要
介
護
状
態
」に
相
当
す
る
高
齢
者
の
多
く
が
、
歴
史
的
に
は
見
捨
て

ら
れ
て
き
た
の
は
事
実
だ
し
、
ケ
ア
は
お
の
ず
と
わ
き
で
て
く
る
よ
う
な
自

然
現
象
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ケ
ア
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
言
葉
が
、
日
本
語
の

文
脈
で
翻
訳
さ
れ
ず
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
最
近
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

な
ぜ
ケ
ア
を
語
る
の
か

1

ケ
ア
は「
子
ど
も
の
ケ
ア（
育
児
）」や「
高
齢
者
の
ケ
ア（
介
護
）」と
い
う
よ
う
に

使
わ
れ
る
が
、
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
ケ
ア
と
い
う
用
語
を
回
避
し
て「
介

助assist

」と
呼
ぶ
人
々
も
い
る
。

ケ
ア
は
社
会
問
題
だ
が
、
そ
れ
も
ケ
ア
が
社
会
問
題
に
な
っ
た
の
は
最
近

の
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
が
社
会
問
題
に
な
っ
た
こ
と
を
、
超
高
齢
化
や
そ
れ

に
と
も
な
う
介
護
負
担
の
増
大
に
帰
す
る
論
者
も
い
る
が
、
社
会
が
何
を
問

題
と
認
識
す
る
か
は
、
そ
の
社
会
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ど
ん
な
に
た
く
さ
ん

の
高
齢
者
が
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
ケ
ア
の
対
象
と
考
え
ず
、
そ
れ
に

対
す
る
責
任
を
社
会
が
負
わ
な
け
れ
ば
、
ケ
ア
の
負
担
は
社
会
に
は
発
生
し

な
い1

❖

。
育
児
や
介
護
が
私
的
な
領
域
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
あ
い
だ
は
、

誰
も
そ
れ
を「
社
会
問
題
」と
は
認
識
し
な
か
っ
た
。
だ
が「
私
的
」で
あ
る
と

ケ
ア
と
は
何
か

第
1
章

❖
1 「
姥
捨
て
」慣
行
を
思
い
起
こ
せ
ば
よ
い
。「
負
担
」が
目
の
前
か
ら
消
え
て
く
れ
れ
ば
、
そ

こ
に
は「
負
担
」は
な
い
こ
と
に
な
る
。



0 3 6ケアの社会学

英
語
の「
ケ
アcare

」の
語
源
は
、
ラ
テ
ン
語
のcura

に
由
来
し
、「
心
配
、

苦
労
、
不
安
」の
意
味
と
、「
思
い
や
り
、
献
身
」の
ふ
た
つ
の
意
味
で
使
わ

れ
て
い
た﹇ 

森
村2000: 84

﹈。
哲
学
者
の 

森
村
修
は「
ケ
ア
の
語
源
のcura

」に

は
、「
重
荷
と
し
て
の
ケ
ア
」と「
気
遣
い
と
し
て
の
ケ
ア
」と
い
う
対
立
す
る

意
味
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
ケ
ア
が
前
者
の
消
極
的
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
こ
と
は
、
記
憶
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
。
管
見
で
は
日
本
語
圏
の
論

者
で
、
ケ
ア
が「
で
き
れ
ば
避
け
た
い
や
っ
か
い
な
重
荷
」で
あ
る
と
い
う
趣

旨
の
指
摘
を
し
た
の
は 

最
首
悟
ひ
と
り
で
あ
る﹇ 

最
首2005: 236

﹈。
ケ
ア
に
は

つ
ね
に
倫
理
的
な
負
荷
が
か
か
り
、
無
条
件
に「
よ
き
も
の
」と
見
な
さ
れ
が

ち
な
傾
向
に
対
し
て
、
そ
れ
を「
解
毒
」す
る
作
用
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
英
語
圏
に
お
け
るcare

の
用
語
法
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
動
詞
の

care

は
、care of

（
世
話
を
す
る
）の
ほ
か
に
、care about

（
配
慮
す
る
、
気
に
か
け
る
）、

care for

（
ほ
し
が
る
）な
ど
と
多
義
的
に
用
い
ら
れ
る
。
名
詞
と
し
て
のcare

は
、

し
た
が
っ
て
、「
世
話
、
配
慮
、
関
心
、
心
配
」な
ど
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

「
世
話
」に
注
目
す
れ
ば
身
体
的・
物
理
的
な
側
面
を
、「
関
心
」や「
配
慮
」に

焦
点
が
あ
れ
ば
心
理
的
な
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
形
容
詞
と
し
て

のcaring

は
、
自
動
的
に
母
性
と
結
び
つ
い
てcaring m

other

と
用
い
ら

れ
、nurturing m

other

と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
研
究
史
が

示
す
よ
う
に
、
ケ
ア
は
第
一
義
的
に「
子
ど
も
の
ケ
ア
」を
指
し
、
そ
の
後
、

「
高
齢
者
介
護
」や「
病
人
の
看
護
」「
障
害
者
介
助
」、
さ
ら
に
は「
心
の
ケ
ア
」

ケ
ア
と
は
何
か

2

は
、
そ
れ
を「
公
的
領
域
」か
ら
排
除
し
、
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
仕

掛
け
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
私
的
領
域
」こ
そ
は
公
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
だ
っ
た
。「
個
人
的
な
こ

と
は
政
治
的
な
こ
と
で
あ
る
」と
い
う
標
語
を
掲
げ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
か
ら

出
発
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
は
、「
私
的
な
領
域
」の
政
治
化
を
遂
行
し
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
私
的
な
行
為
と
さ
れ
て
い
た
ケ
ア
は
、「
目
に
見
え
る
」

問
題
と
な
っ
た
。

「
な
ぜ
ケ
ア
を
語
る
の
か
?
」は
、
そ
れ
自
体
歴
史
的
な
問
い
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
そ
の
問
い
に
は
、
歴
史
的
な
意
義
が
あ
る
。「
ケ
ア
」と
い
う
新
し

い
用
語
は
、
そ
れ
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た

問
い
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
ま
で
誰
も
が「
問
題
」と
思
わ
な
か
っ
た
も

の
を
問
題
化
す
るproblem

atize

効
果
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る2

❖

。

本
書
は
、
ケ
ア
を
主
題
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
、
ケ
ア
が
問
題
と
し
て

登
場
し
、
社
会
的
に
配
置
さ
れ
、
新
し
い
社
会
領
域
を
切
り
ひ
ら
き
、
さ
ら

に
代
替
的
な
社
会
的
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と

を
意
図
し
て
い
る
。
だ
が
、
壮
大
な
議
論
に
入
る
前
に
、
ま
ず「
ケ
ア
と
は

何
か
?
」と
い
う
基
本
的
な
問
い
か
ら
出
発
し
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
ケ
ア

と
い
う
こ
の
内
包connotation

も
外
延denotation

も
は
っ
き
し
り
な

い
用
語
は
、
論
者
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
ま
ち
ま
ち
に
使
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
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て
は「
看
護
」を
も
含
む
よ
う
な
包
括
的
な
用
語
と
し
て
、
他
に
代
わ
る
適
切

な
日
本
語
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
ケ
ア
は
カ
タ
カ
ナ
こ
と
ば
の
ま
ま
流
通
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

ケ
ア
と
い
う
用
語
の
採
用
に
は
、
ふ
た
つ
の
系
譜
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
看

護
学
、
も
う
ひ
と
つ
は
福
祉
分
野
で
あ
る
。
前
者
は
、
医
療cure

と
看
護

care

を
区
別
し
、
さ
ら
に
看
護
の
医
療
に
対
す
る
職
業
的
自
律
性
を
高
め
る

と
い
う
看
護
学
業
界
の
戦
略
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
採
用
さ
れ
た
。
後
者
は
、

高
ま
り
つ
つ
あ
る
高
齢
者
介
護
負
担
に
対
応
し
て
、
介
護
を
可
視
的
な
主
題

と
い
う
よ
う
に
、
拡
張
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た3

❖

。

社
会
保
障
や
福
祉
の
領
域
で
、
ケ
ア
と
い
う
用
語
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
一

般
的
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
英
語
圏
で
は
八
〇

年
代
ご
ろ
か
ら
使
わ
れ
は
じ
め
、
九
〇
年
代
に
は
ケ
ア
を
主
題
と
す
る
研

究
書
が
次
々
に
刊
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
多
く
は
、
ケ
ア

を
第
一
義
的
に
、
育
児child care

と
同
義
と
み
な
し
て
お
り
、
高
齢
者
介

護elder care

を
含
む
包
括
的
な
用
語
と
し
て
は
、
お
ず
お
ず
と
使
わ
れ
は

じ
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
ケ
ア
の
社
会
化
と
い
え
ば
育
児
へ
の
公
的
支
援
の
こ

と
で
あ
り
、
ケ
ア
の
担
い
手
と
い
え
ば
母
親（
や
両
親
）parent(s)

で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
ケ
ア
す
る
娘
」を
主
題
化
し
た
エ
ミ
リ
ー・  エ
イ
ベ
ル
の
業

績﹇ Abel 1991

﹈は
、
九
〇
年
代
の
初
め
に
は
衝
撃
力
を
持
っ
て
い
た
。
核
家

族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
親
と
成
人
子
の
世
帯
分
離
が
当
然
視
さ
れ
る
社

会
で
は
、
タ
テ
マ
エ
上「
高
齢
者
問
題
」は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、  

エ
イ
ベ
ル
は
、
現
実
に
は
ケ
ア
の
負
担
を
子
ど
も（
と
り

わ
け
娘
）が
背
負
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
現
に
存
在
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
目
に
見
え
な
い
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
か
ら
だ
。

こ
の
事
情
は
、
日
本
語
圏
で
は
逆
転
し
て
い
る
。
日
本
語
で
は「
子
ど
も

の
ケ
ア
」に
つ
い
て
は「
保
育
」や「
育
児
」と
い
う
用
語
が
確
立
し
て
お
り
、

英
語
で
い
うchild care center

に
は
、
早
く
か
ら
保
育
園
と
い
う
用
語
が

対
応
し
て
い
た
。
日
本
語
圏
で
ケ
ア
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
、

九
〇
年
代
以
降
、
む
し
ろ
高
齢
者
介
護
の
分
野
が
先
だ
っ
た4

❖

。
そ
の
後
、
英

語
圏
の
研
究
動
向
に
影
響
さ
れ
て
、「
育
児
」「
介
護
」「
介
助
」、
場
合
に
よ
っ

❖
2 

そ
の
点
で
、「
ケ
ア
」は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
い
う「
不
払
い
労
働unpaid 

w
ork

」﹇
上
野1990; 2009

﹈に
隣
接
し
て
い
る
。
だ
が
、「
不
払
い
労
働
」が（
1
）マ
ル
ク
ス
主
義

の
用
語
法
を
ひ
き
ず
っ
て
い
た
こ
と
、（
2
）し
た
が
っ
て
生
産
労
働
か
不
生
産
労
働
か
と
い
う
分

類
法
を
持
ち
こ
ん
だ
だ
け
で
な
く
、（
3
）そ
の
な
か
に
生
産
労
働
を
も
不
可
避
に
含
み
こ
ん
で
し

ま
っ
た
こ
と
、（
4
）そ
れ
に
比
べ
れ
ば
ケ
ア
は
再
生
産
労
働
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
も
っ
と
直
接

に「
家
族
」領
域
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
を
照
準
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

❖
3 

エ
ミ
リ
ー・  

エ
イ
ベ
ル
の“W

ho C
ares for the Elderly?”

﹇ Abel 1991

﹈は
、care

を
高

齢
者
介
護
の
意
味
で
特
化
し
て
用
い
た
先
駆
的
な
例
で
あ
る
。
同
時
に
ア
メ
リ
カ
で
介
護
問
題
が

目
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
先
駆
で
も
あ
っ
た
。「
自
立
」を
理
念
と
す
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
実
際
に

は
家
族
介
護
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
て
い
た
。  

エ
イ
ベ
ル
は
こ

の
本
の
な
か
で
、
娘
に
よ
る
介
護
を
実
際
に
は
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
念
的
か
つ
感

情
的
に
そ
れ
を
否
認
す
る
高
齢
者
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

❖
4 
九
〇
年
代
を
通
じ
て
の
介
護
保
険
制
度
の
検
討
の
過
程
で
、「
ケ
ア
の
社
会
化
」と
い
う
用

語
は
、
そ
の
ま
ま「
介
護（
介
助
を
含
む
）の
社
会
化
」と
同
義
に
使
わ
れ
た﹇ 

市
野
川2000

﹈。
こ

の
用
語
法
の
も
と
で
は
、
不
思
議
な
こ
と
に「
育
児
の
社
会
化
」は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
英

語
圏
の
論
者
の
多
く
が
、「
ケ
ア
の
社
会
化
」を
語
る
と
き
に
、
主
と
し
て「
育
児
の
社
会
化
」を
意

味
す
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。



0 3 8ケアの社会学

﹇ M
ayeroff  1971=1987

﹈で
あ
る5

❖

。
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
の
手
に
な
る
こ
の
書
物

は
、
福
祉
や
医
療
の
ど
の
分
野
の
研
究
動
向
と
も
無
縁
な
ば
か
り
か
、
邦
題

が
示
唆
す
る
よ
う
な
歴
史
超
越
的
な
本
質
主
義
志
向
を
た
し
か
に
持
っ
て
い

る
。
一
九
七
一
年
に
原
著
が
刊
行
さ
れ
、
八
七
年
に
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た
こ

の
本
の
日
本
市
場
で
の
受
容
は
そ
れ
自
体
、
歴
史
的
検
証
に
値
す
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
後
論
し
よ
う
。

 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
ケ
ア
の
定
義
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
人
の
人
格
を
ケ
ア
す
る
と
は
、
最
も
深
い
意
味
で
、
そ
の
人
が
成

長
す
る
こ
と
、
自
己
実
現
す
る
こ
と
を
た
す
け
る
こ
と
で
あ
る
。

 

﹇ M
ayeroff  1971= 1987: 13

﹈

そ
の
う
え
で 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
が
具
体
的
な
ケ
ア
の
事
例
と
し
て
あ
げ
る
の
は
、

母
親
や
父
親
に
よ
る
子
ど
も
へ
の
ケ
ア
、
そ
れ
を
拡
張
し
て
教
師
が
学
生
や

生
徒
に
与
え
る
ケ
ア
、
さ
ら
に
は
個
人
が
自
分
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
育
む
こ
と

を
も
含
む
。
こ
の
中
に
は
、
高
齢
者
の
介
護
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。

「
ケ
ア
」を
タ
イ
ト
ル
に
使
っ
た
書
物
は
翻
訳
書
を
除
い
て
多
く
な
い
。
そ

の
こ
と
自
体
が
、「
ケ
ア
」と
い
う
用
語
の
日
本
語
と
し
て
の
熟
し
方
が
十
分

で
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
、
本
書
と
書
名
を

同
じ
く
す
る『
ケ
ア
の
社
会
学

―
臨
床
現
場
と
の
対
話
』﹇ 

三
井2004

﹈と
い

う
意
欲
的
な
書
物
が
あ
ら
わ
れ
た
。 

三
井
さ
よ
著
の
こ
の
本
は
、
医
療
社
会

学
の
分
野
で
の
看
護
労
働
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
育
児
も
介

と
し
、
福
祉
政
策
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
採

用
さ
れ
た
。
後
者
は
、
前
者
の
医
療
改
革
に
と
っ
て
も
、
都
合
が
よ
か
っ
た
。

社
会
的
入
院
な
ど
の
増
大
す
る
高
齢
者
医
療
費
負
担
に
対
し
て
、
医
療
と
介

護
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
高
齢
者
福
祉
を
医
療
政
策
か
ら
切
り
離
す
制
度
設

計
の
う
え
で
も
、
好
都
合
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

比
較
的
最
近
の
研
究
動
向
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る『
現
代
社
会
福

祉
事
典
』﹇ 

秋
元
他2003

﹈に
は
、「
ケ
ア
」の
項
が
な
い
。
た
だ
ち
に「
介
護
」の

項
目
へ
飛
ぶ
よ
う
に
と
指
示
が
あ
り
、「
介
護
」の
項
目
の
も
と
に
は
、「
乳

幼
児
の
世
話
」や
自
立
で
き
な
い
者
に
対
す
る「
援
助
」を
指
す
と
い
う
定
義

が
示
さ
れ
て
い
る﹇ 

秋
元
他2003: 43

﹈。
さ
ら
に
社
会
福
祉
学
固
有
の
概
念
と

し
て
の
狭
義
の「
介
護（
福
祉
）」と
、「
広
義
か
つ
深
遠
な
意
味
」で
の
広
義
の

「
介
護
」と
に
区
別
さ
れ
る
。
後
者
は「
人
間
が
生
き
て
い
く
な
か
で
基
本
的

に
よ
り
よ
い
人
と
人
と
の
関
係
を
追
究
す
る
行
為
で
あ
る
」と
さ
れ
、
こ
れ

が「
ケ
ア
と
い
う
こ
と
ば
に
近
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
」と
さ
れ
る
。
後
者
の

ケ
ア
の
定
義
が
な
い
た
め
に
こ
の
記
述
か
ら
類
推
す
る
ほ
か
な
い
が
、
こ
の

定
義
で
は「
ケ
ア
」と
は
社
会
的
に
見
て
よ
い
人
間
関
係
の
す
べ
て
を
含
む
広

範
な
概
念
と
な
り
、
こ
れ
で
は
分
析
概
念
と
し
て
は
失
効
す
る
。
こ
こ
で
は

「
ケ
ア
」と
い
う
概
念
に
、（
1
）広
義
の
人
間
関
係
が
対
応
す
る
こ
と
、（
2
）

そ
れ
に「
よ
き
も
の
」と
し
て
の
規
範
的
な
含
意
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば

足
り
る
。

日
本
で
刊
行
さ
れ
た
書
物
の
タ
イ
ト
ル
に
ケ
ア
が
使
わ
れ
た
も
の
の
う

ち
、
も
っ
と
も
古
い
の
は
、
ミ
ル
ト
ン・ 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
著
の『
ケ
ア
の
本
質
』
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依
存
的
な
存
在
で
あ
る
成
人
ま
た
は
子
ど
も
の
身
体
的
か
つ
情
緒
的

な
要
求
を
、
そ
れ
が
担
わ
れ
、
遂
行
さ
れ
る
規
範
的・経
済
的・社
会
的

枠
組
の
も
と
に
お
い
て
、
満
た
す
こ
と
に
関
わ
る
行
為
と
関
係
。

 

﹇ D
aly 2001: 37

﹈

わ
た
し
は
こ
の
定
義
に
同
意
す
る
が
、
こ
の
定
義
を
採
用
す
る
効
果
に
は
、

以
下
の
六
つ
が
あ
る
。
第
一
は
、
こ
の
定
義
に
社
会
的
か
つ
歴
史
的
な
文
脈

依
存
性
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と（
つ
ま
り
社
会
学
的
で
あ
る
こ
と
）、
し
た
が
っ

て
社
会
的
か
つ
歴
史
的
に
比
較
可
能
な
概
念
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
同
じ
く
社
会
学
的
で
あ
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
そ
れ
が
相
互
作

用
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
と
は
、
ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア

さ
れ
る
者
と
の
あ
い
だ
の「
相
互
行
為interaction

」で
あ
っ
て
、
複
数
の

行
為
者actor

の「
あ
い
だ
」に
発
生
す
る
。
そ
れ
以
外
の
多
く
の
ケ
ア
の
定

護
も
出
て
こ
な
い
た
め
に
、
題
名
か
ら
期
待
し
て
肩
す
か
し
を
く
ら
わ
さ
れ

る
読
者
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。「
ケ
ア
」の
定
義
は 

三
井
に
よ
っ
て
、「
他
者

の「
生
」を
支
え
よ
う
と
す
る
働
き
か
け
の
総
称
」﹇ 

三
井2004: 2

﹈と
、
き
わ
め

て
非
限
定
的
な
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
与
え
ら
れ
て
い
る6

❖

。
だ
が
こ
の
程

度
の
漠
然
と
し
た
定
義
で
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
間
活
動
が
そ

れ
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
た
め
に7

❖

、
分
析
的
に
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
。

総
じ
て「
ケ
ア
」を
タ
イ
ト
ル
と
し
て
含
む
書
物
の
多
く
は
、「
ケ
ア
」を
定
義

せ
ず
に
用
い
る
か
、
定
義
を
与
え
た
と
し
て
も
抽
象
的
な
本
質
規
定
か
、
さ

も
な
く
ば
漠
然
と
し
す
ぎ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
以
降
の
議
論
の
展
開
に
は

意
味
を
な
さ
な
い
も
の
が
多
い
。

わ
た
し
は
こ
こ
で
、
メ
ア
リ・ 

デ
イ
リ
ー
が
編
集
し
た
I　
L　
O
刊
行
の

“C
are W

ork”

﹇ D
aly 2001

﹈の
執
筆
者
た
ち
が
用
い
て
い
る「
ケ
ア
」の
定
義
を

採
用
す
る
。
そ
の
理
由
は
ま
ず
、（
1
）ケ
ア
、
と
り
わ
け
翻
訳
語
と
し
て
の

ケ
ア
を
論
じ
る
た
め
に
、
い
つ
で
も
対
照
反
訳
が
可
能
な
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
を
採
用
す
る
こ
と
、（
2
）二
〇
〇
一
年
刊
行
時
点
で
の
こ
の
本
の
ケ

ア
の
定
義
が
、
研
究
史
に
も
と
づ
い
て
受
容
可
能
な
も
の
と
し
て
妥
当
性
を

持
っ
て
い
る
こ
と
、（
3
） デ
イ
リ
ー
の
編
集
に
も
と
づ
く
こ
の
本
で
は
、
執

筆
者
の
あ
い
だ
で「
ケ
ア
」の
定
義
に
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

 

デ
イ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、「
も
っ
と
も
妥
当
性
の
あ

る
」「
ケ
ア
」の
定
義
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ケ
ア
の
定
義

3

❖
5 

ケ
ア
を
歴
史
的
な
社
会
現
象
で
あ
る
と
す
る
本
書
は
、
ケ
ア
の「
本
質
」規
定
を
排
す
る
が
、

原
題
を
た
ん
に“O

n C
aring”

と
す
る
こ
の
本
の
邦
訳
題
名
を
、
あ
え
て『
ケ
ア
の
本
質
』と
し

た
の
は
、
ふ
た
り
の
共
訳
者
で
あ
る
。

❖
6 

ケ
ア
の
定
義
が
非
限
定
的
で
あ
る
反
面
、 

三
井
が
扱
っ
て
い
る
ケ
ア
の
範
囲
は
、
看
護
職

を
中
心
と
し
た
パ
ラ
メ
デ
ィ
カ
ル
な
医
療
職
の
業
務
と
い
う
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
タ
イ
ト
ル

の
挑
戦
性
に
く
ら
べ
て
、
内
容
は
少
し
も
挑
戦
的
と
は
言
え
な
い
。
本
書
が
考
え
る
意
味
で
の

「
ケ
ア
」の
社
会
学
は
、
ま
だ
書
か
れ
て
い
な
い
、
と
考
え
る
た
め
に
、
本
書
は
重
複
を
か
え
り
み

ず
、
同
名
の
タ
イ
ト
ル「
ケ
ア
の
社
会
学
」を
採
用
す
る
。

❖
7 

こ
の
定
義
で
は
、
生
産
活
動
や
交
換
活
動
も「
他
者
の「
生
」を
支
え
る
行
為
」と
な
っ
て
し

ま
う
た
め
に
、
看
護
や
介
護
が
他
の
社
会
的
行
為
か
ら
識
別
で
き
な
い
。
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そ
れ
自
体
を
社
会
的
文
脈
の
変
数
と
す
る
こ
と
で
、
ケ
ア
に
つ
い
て
の
規
範

的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
脱
構
築
す
る
点
で
も
、
す
ぐ
れ
て
社
会
学
的
と
言
え
よ
う
。

ケ
ア
に
ワ
ー
ク
を
つ
け
れ
ば
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
な
る
が
、
ケ
ア
と
ケ
ア

ワ
ー
ク
と
は
ど
う
違
う
だ
ろ
う
か
。

そ
の
も
の
ず
ば
り“C

are W
ork”

を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
英
語
圏
の
主
要

な
編
書
、 

デ
イ
リ
ー
編﹇ D

aly 2001

﹈と 

メ
イ
ヤ
ー
編﹇ M

eyer 2000

﹈の
ふ
た
つ

の
書
物
で
は
、
ケ
ア
と
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
定
義
は
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

後
者
の
書
物
で
は
、
ケ
ア
に
つ
い
て
の
明
示
的
な
定
義
は
な
く
、
そ
の
代
わ

り
に  

エ
イ
ベ
ル
に
よ
る「
ケ
ア
の
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」﹇ Abel 2000

﹈

と
い
う
論
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ケ
ア
概
念
が
、
歴
史
的
に
ど
う
変
化
し

て
き
た
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ケ
ア
が
文
脈
依
存
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

当
然
そ
れ
に
対
し
て（
暫
定
的
な
定
義
の
ほ
か
に
は
）定
義
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
著
者
た
ち
は
、
ケ
ア
が
愛
情
と
労
働
の
両
方
を

含
む
こ
と
を
認
め
る
が
、
ケ
ア
が
い
つ
愛
情
に
な
り
、
ど
こ
か
ら
労
働
に
な

る
か
も
ま
た
文
脈
依
存
的
で
あ
る
か
ら
、
決
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

多
く
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
手
に
な
る
こ
れ
ら
の
著
作
が
、
ケ
ア
を
論
じ
る

の
に
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
を
自
明
の
前
提
と
し
て
概
念
化
す
る
の
は
、「
家
事
労

働
」「
不
払
い
労
働
」「
愛
の
労
働
」等
の
理
論
の
蓄
積
が
す
で
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
を
用
い
る
か
ら
こ
そ
、
ケ
ア
が

労
働
で
は
な
い
特
殊
ケ
ー
ス
を
理
論
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て「
不

ケ
ア
ワ
ー
ク
と
は
何
か

4

義
は
、
先
述
し
た 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
も
の
も 

三
井
に
よ
る
も
の
も
、
ケ
ア
を
ケ

ア
の
与
え
手
の
行
為
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
帰
属
先
を
ケ
ア
す
る
者
に
限
定

し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
分
析
は
、 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
よ
う
に
ケ
ア

を
論
じ
る
に
も
っ
ぱ
ら
ケ
ア
す
る
者
だ
け
を
扱
う
結
果
に
終
わ
る
。
ケ
ア
の

受
け
手
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
効
果
の
偶
発
的
な
反
応
体
か
測
定
器
と
し
か
な

ら
な
い
。
他
方
で
、
ケ
ア
を
受
け
手
に
と
っ
て
の「
サ
ー
ビ
ス（
商
品
）」と
見

な
す
立
場
で
は
、
ち
ょ
う
ど
労
働
が
労
働
者
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
ケ
ア
と
い
う
行
為
は
与
え
手
か
ら
切
り
離
さ
れ
た（「
疎
外
さ
れ
た
」と
言
っ
て

も
よ
い
）行
為
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
た
か
も
商
品
の
よ
う
に

手
渡
さ
れ
交
換
可
能
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
ケ
ア
を
ケ
ア
す
る
者

と
ケ
ア
さ
れ
る
者
と
の
相
互
行
為
と
み
な
す
こ
の
定
義
の
強
み
は
、
ケ
ア
を

そ
の
い
ず
れ
か
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
社
会
的「
関
係
」と
見
な
す
こ
と

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ケ
ア
を
論
じ
る
に
は
、
複
数
の
ア
ク
タ
ー
に
関
与
す

る
必
要
が
あ
る8

❖

。

第
三
に
、
役
割
と
そ
の
遂
行
の
社
会
的
配
置
を
含
む
こ
と
で
、
こ
の
定
義

が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
さ
ら
に
は
階
級
、
人
種
の
よ
う
な
変
数
を
取
り
入
れ
、
そ

の
あ
い
だ
の
比
較
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
こ
の
定
義
は
成
人
と
子
ど
も
を
含
む
こ
と
で
、
介
護
、
介
助
、

看
護
、
そ
し
て
育
児
ま
で
の
範
囲
を
覆
い
、
第
五
に
身
体
と
情
緒
の
両
方
を

含
む
こ
と
で
、
ケ
ア
の
持
つ
世
話
と
配
慮
の
両
面
を
カ
バ
ー
し
、
第
六
に
規
範

か
ら
実
践
ま
で
を
含
む
こ
と
で
、
ケ
ア
の
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
記
述
的
ア

プ
ロ
ー
チ
を
と
も
に
可
能
と
す
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
ケ
ア
の
規
範
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人
々
に
対
し
て
、
身
体
的
、
心
理
的
、
情
緒
的
お
よ
び
発
達
上
の
必
要
を
満

た
す
労
働
」﹇ Standing 2001: 17

﹈と
定
義
さ
れ
る
。「
発
達
上
」が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
、
ケ
ア
が
主
と
し
て
育
児
を
指
す
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

 

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
ケ
ア
ワ
ー
ク
を
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。

ケ
ア
ワ
ー
ク
＝
時
間（
所
要
時
間
＋
待
機
時
間
）＋
努
力
＋
技
能
＋
社
会
的

ス
キ
ル
＋
情
緒
的
投
資
＋
ス
ト
レ
ス（
ケ
ア
の
受
け
手
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
＋
監
督
者
や
周
囲
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
不
安
）。 

﹇ Standing 2001: 18

﹈

こ
れ
ら
の
項
目
が
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
諸
要
素
に
つ
い
て
網
羅
性
を
持
つ
か
ど

う
か
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が（
た
と
え
ば
、
報
酬
と
い
う
項
目
―
社
会
的
、
経
済

的
で
あ
れ
、
情
緒
的
で
あ
れ
―
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
た
だ
ち
に
指
摘
で
き
る
）、
こ
の
定
義

で
も
ケ
ア
ワ
ー
ク
は
主
と
し
て
ケ
ア
の
与
え
手
に
帰
属
す
る
活
動
や
行
為
の

一
種
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に「
関
係
」の
概
念
を
付
け
加
え
た
の
は
、

 

デ
イ
リ
ー
で
あ
る
。

 
デ
イ
リ
ー
は
先
に
引
用
し
た
定
義
に
た
ど
り
つ
く
前
に
、
ケ
ア
の「
慣
習

払
い
労
働
」と
い
う
概
念
が
す
で
に
利
用
可
能
だ
か
ら
こ
そ
、
ケ
ア
ワ
ー
ク

の
な
か
で
、
有
償
の
労
働
と
無
償
の
労
働
の
両
方
を
考
察
す
る
こ
と
が
で

き
る9

❖

。
た
と
え
ば
先
述
の  
エ
イ
ベ
ル
の「
ケ
ア
の
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」で

は
、
一
九
世
紀
に
は
上
流
階
級
に
と
っ
て
は
高
齢
者
、
病
人
、
障
害
者
、
子

ど
も
等
の
ケ
ア
は
家
事
使
用
人
の
仕
事
で
あ
り
、
代
わ
っ
て
家
事
使
用
人
た

ち
は
自
分
の
家
族
の
ケ
ア
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
デ
ィ
レ
ン
マ
を
抱

え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ケ
ア
が「
中
産
階
級
」の「
既
婚
女
性
」の
無
償

の
労
働
に
な
っ
た
の
は
、
近
代
家
族
成
立
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
ケ
ア
に
は（
家
事
と
同
じ
く
）、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
階
級
、
人
種（
民
族
）が
変
数
と

し
て
色
濃
く
刻
印
さ
れ
て
い
た
。

本
書
で
も
、
わ
た
し
は
基
本
的
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
論
を
継

承
す
る
。
そ
の
点
で
、 

デ
イ
リ
ー
ら
が
主
張
す
る「
ケ
ア
は
労
働
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
」﹇ D

aly 2001: 59

﹈と
い
う
立
場
を
共
有
す
る10

❖
。

 

デ
イ
リ
ー
ら
の
著
作
は
、
そ
れ
自
体
、
ケ
ア
の
概
念
化
の
試
み
で
も
あ
る
。

事
実
、
こ
の
著
作
に
は
、「
ケ
ア
」の
定
義
を
め
ぐ
る
ゆ
ら
ぎ
と
そ
の
発
展
の

プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
れ
る
。

 

デ
イ
リ
ー
ら
の
著
作
で「
序
論
」に
次
い
で
冒
頭
に
登
場
す
る
の
は
、 

デ

イ
リ
ー
と「
序
論
」を
共
同
執
筆
し
て
い
る
ガ
イ・ 

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
は「
一
人
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の

ケ
ア
の
概
念
化

5

❖
8 
そ
し
て
個
人
の
内
部intra-personal

で
な
く
、
個
人
と
個
人
の「
あ
い
だinter-personal

」

に
照
準
す
る
こ
と
こ
そ
、
社
会
学
に
と
っ
て
も
っ
と
も
妥
当
性
の
あ
る「
対
象
」領
域
だ
と
言
え
る
。

❖
9 

そ
の
点
で
は
本
書
は
、
上
野
の「
不
払
い
労
働
」論
で
あ
る『
家
父
長
制
と
資
本
制
』﹇
上
野

1990; 2009d

﹈の
直
接
の
続
編
に
あ
た
る
。

❖
10 

原
文
の 

デ
イ
リ
ー
の
表
現
を
い
く
ら
か
変
更
し
た
。
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口
」に
含
ま
れ
て
い
て
も
実
際
に「
依
存
的
」か
ど
う
か
に
は
個
人
差
が
大
き

い
。
ま
た「
自
分
で
動
け
る
成
人
」で
あ
っ
て
も
、
依
存
的
な
存
在
を
抱
え
る

こ
と
で
、
結
果
と
し
て
自
分
自
身
も
依
存
的
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

（
幼
児
や
要
介
護
高
齢
者
を
世
話
す
る
成
人
女
性
）も
あ
る11

❖

。（
3
）の
ケ
ア
と
ケ
ア
で
な

い
も
の
と
の
境
界
線
は
、
た
と
え
ば
身
体
的・情
緒
的
ケ
ア
以
外
の
、
洗
濯

や
掃
除
は
ケ
ア
に
入
る
の
か
入
ら
な
い
の
か12

❖

、
買
い
物
は
、
そ
の
た
め
に
カ

ネ
を
稼
ぐ
行
為
は
?　
と
拡
張
し
て
い
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
活
動
が

「
ケ
ア
」に
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
ケ
ア
と
い
う
概

念
は
失
効
し
て
し
ま
う
。

現
実
に
は
、
経
験
的
研
究
の
た
め
に
、
暫
定
的
な
境
界
線
を（
文
脈
依
存
的

に
）そ
の
つ
ど
引
く
し
か
な
い
こ
と
に
彼
女
は
同
意
し
、「
抽
象
的
な
概
念
論

議
を
離
れ
て
、
も
っ
と
錯
綜
し
た
経
験
研
究
の
領
域
に
入
る
こ
と
」﹇Folbre 

2001: 179

﹈を
提
案
す
る
。

も
う
一
度
こ
こ
で
、 

デ
イ
リ
ー
ら
の
到
達
し
た
暫
定
的
な
ケ
ア
の
定
義
を

再
掲
し
て
お
こ
う
。

依
存
的
な
存
在
で
あ
る
成
人
ま
た
は
子
ど
も
の
身
体
的
か
つ
情
緒
的

な
要
求
を
、
そ
れ
が
担
わ
れ
、
遂
行
さ
れ
る
規
範
的・経
済
的・社
会
的

枠
組
の
も
と
に
お
い
て
、
満
た
す
こ
と
に
関
わ
る
行
為
と
関
係
。

 

﹇ D
aly 2001: 37

﹈

以
上
の
よ
う
な
議
論
の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
ケ
ア
の
概
念
定
義
そ
れ
自
体

的
定
義
」と
し
て「
病
人
、
高
齢
者
、
障
害
者
お
よ
び
依
存
的
な
子
ど
も
を
世

話
す
る
こ
と
に
関
わ
る
行
為
と
関
係
」﹇ D

aly 2001: 34

﹈と
い
う
定
義
を
あ
げ

て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
次
の
段
階
に
至
る
ま
で
に
、（
1
）「
関
係
」と
い
う

概
念
が
付
け
加
わ
り
、（
2
）「
依
存
的
な
」と
い
う
形
容
詞
が
子
ど
も
だ
け

に
で
は
な
く
、
成
人
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た（
3
）こ
の
定
義
で

は
、
ケ
ア
を
説
明
す
る
の
に「
ケ
ア（
訳
語
で
は「
世
話
」）」を
用
い
て
い
る
た
め

に
、
循
環
的
な
定
義
に
し
か
な
ら
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
、
同
じ
著
作
の
中
で
、
こ
の
分
野
で
は
代
表
的
な
論
者
の
一

人
で
あ
る
ナ
ン
シ
ー・
フ
ォ
ル
バ
ー
が
、 
デ
イ
リ
ー
に
よ
る「
慣
習
的
定
義
」

に
対
し
て
重
要
な
批
判
を
与
え
て
い
る
。 
デ
イ
リ
ー
の
定
義
で
は
、（
1
）

「
自
分
で
動
け
る
成
人
も
、
ケ
ア
を
必
要
と
し
て
い
る
」﹇Folbre 2001: 176

﹈こ

と
を
概
念
化
で
き
な
い
こ
と
、（
2
）「
依
存
的
」と
は
ど
う
い
う
状
態
を
い
う

の
か
の
判
定
が
む
ず
か
し
い
こ
と
、（
3
）「
行
為
」の
う
ち
、
ケ
ア
に
あ
た
る

も
の
と
ケ
ア
に
あ
た
ら
な
い
も
の
の
境
界
線
を
ど
う
引
く
か
が
決
定
で
き
な

い
、
と
フ
ォ
ル
バ
ー
は
批
判
す
る
。
フ
ォ
ル
バ
ー
の
批
判
は
重
要
な
も
の
で

あ
る
。（
1
）の
批
判
は
、「
依
存
的
存
在
」を
構
築
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て

誰
に
も
依
存
し
な
い
ロ
ビ
ン
ソ
ン・
ク
ル
ー
ソ
ー
的
な「
自
立
し
た
個
人
」の

神
話
を
成
立
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
の
危
惧
か
ら
来
て
い
る
。
実
際
に
は
多
く

の
成
人（
男
性
）が
、
他
の
成
人（
女
性
）に
よ
る
ケ
ア
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
成
人
間
に
ケ
ア
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。（
2
）の「
依
存
的
」に
つ

い
て
の
境
界
も
、
問
題
含
み
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
何
歳
か
ら
を「
依
存
人

口
」と
す
る
か
は
き
わ
め
て
政
治
的
に
決
定
さ
れ
る
し
、
た
と
え「
依
存
人
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労
働
」が
概
念
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
こ
と
は
ケ
ア
に
つ
い

て
も
言
え
る13

❖

。

に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
意
味
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ケ
ア
お
よ
び
ケ
ア
ワ
ー
ク
の

概
念
が
文
脈
依
存
的
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
そ
の
点
で
は
、

本
書
の
問
い
は
、
以
下
の
よ
う
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
か
な
る

文
脈
の
も
と
で
、
あ
る
行
為
は
ケ
ア
に
な
る
の
か
?　
ま
た
い
か
な
る
文
脈

の
も
と
で
、
ケ
ア
は
労
働
と
な
る
の
か
?

そ
れ
は「
不
払
い
労
働
」論
の
過
程
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
立
て
て
き
た
問

い
を
反
復
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
家
事
と
は
何
か
、
育
児
と

は
何
か
、
あ
る
い
は
セ
ッ
ク
ス
と
は
何
か
、
と
い
う「
本
質
主
義
的
」な
問

い
に
代
わ
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
い
か
な
る
文
脈（
条
件
）の
も
と
で

家
事
、
育
児
、
そ
し
て
セ
ッ
ク
ス
は「
愛
の
行
為
」と
な
り
、
ま
た
い
か
な
る

文
脈（
条
件
）の
も
と
で
家
事
、
育
児
、
そ
し
て
セ
ッ
ク
ス
は
労
働
と
な
る
の

か
?　
と
問
い
を
立
て
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
第
一
に
、
こ
れ
ら
の
人
間

的
な
諸
活
動
は
、
愛
か
ら
労
働
ま
で
の
す
べ
て
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
を
現
実
に

含
む
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
活
動
が
一
方
で「
有
償
」で
お

こ
な
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
は
じ
め
て
、「
無
償
の

❖
11 

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
法
学
者
の
マ
ー
サ・ 

フ
ァ
イ
ン
マ
ン﹇ Finem

an 1995=2003

﹈は
、
こ
の
ふ

た
つ
の
依
存
を
区
別
し
て
、
前
者
を「
一
次
的
依
存
」、
後
者
を「
二
次
的
依
存
」と
呼
ぶ
。

❖
12 

介
護
保
険
は「
介
護
」の
範
囲
を「
身
体
介
護
」と「
生
活
支
援
」と
し
た
上
で
、
何
が「
介
護
」

に
あ
た
り
、
何
が「
介
護
」に
あ
た
ら
な
い
か
に
つ
い
て
詳
細
な「
不
適
切
利
用
」の
リ
ス
ト
を
設
け

て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
た
と
え
利
用
者
が
そ
れ
を
求
め
る
と
し
て
も
、「
犬
の
散
歩
」や「
草

む
し
り
」は
含
ま
れ
な
い
。

❖
13 

た
と
え
ば
ジ
ョ
バ
ン
ナ・
フ
ラ
ン
カ・ 

ダ
ラ・
コ
ス
タ
は『
愛
の
労
働
』﹇ D

alla C
osta 1978= 

1991

﹈の
中
で
、
有
償
の
セ
ッ
ク
ス・ワ
ー
カ
ー
の
労
働
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
妻
の「
無
償
の
労

働
」と
し
て
の
性
行
為
を「
愛
の
労
働
」と
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
労
働
を

タ
ダ
で
は
売
り
渡
さ
な
い
点
で
、
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
カ
ー
の
方
が
既
婚
女
性
よ
り
も
家
父
長
制
の
搾

取
か
ら
相
対
的
に「
自
立
」し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た 

加
藤
秀
一
は
、「
無
償
の
性
」概
念
が
、

「
商
品
化
さ
れ
た
性
」の
成
立
と
共
に
成
り
立
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る﹇ 

加
藤1995

﹈。
一
方
で

カ
ネ
で
ア
ク
セ
ス
可
能
な
女
性
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
と「
差
異
化
」す
る
た
め
に
こ
そ
、「
素

人
女
性
」の
性
は
封
印
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば「
無
償
」で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
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社
会
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
記
述
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ

と
が
あ
る
が
、
ケ
ア
の
社
会
学
は
必
然
的
に
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
ま
ざ

る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
ケ
ア
を「
愛
の
行
為
」と
し
て
で
は
な
く
、「
ケ

ア
ワ
ー
ク
」と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
本
書
の
問
題
意
識
が
、
も
と
も
と

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
不
払
い
労
働
論
か
ら
出
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ

く
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
研
究
者
で
あ
る 

デ
イ
リ
ー
ら
も
、「
ケ
ア
が
労
働
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
」と
い
う
主
張
を
含
む
以
下
の
三
つ
の
規
範
的
主

張
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
ケ
ア
の
価
値
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

第
二
に
、
ケ
ア
は
労
働
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
。

第
三
に
、
ケ
ア
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
公
正
の
立
場
か
ら
配
分
さ
れ
る
べ
き
こ
と

﹇ D
aly 2001: 59

﹈。 ケ
ア
へ
の
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ

1

社
会
学
に
お
け
る
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ケ
ア
が
そ
れ
自
身
で「
よ
き

も
の
」で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
た
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ケ
ア
は
い
か

な
る
条
件
の
も
と
に
お
い
て「
よ
き
こ
と
」と
見
な
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は

ケ
ア
ワ
ー
ク
は
い
か
な
る
社
会
的
配
置
の
も
と
で
公
正
な
労
働
と
な
り
う
る

の
か
、
と
い
う
社
会
学
的
な
問
い
を
含
ん
で
い
る
。
行
為
が
置
か
れ
た
社
会

的
な
文
脈
を
視
野
に
入
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の
問
題
構
制
を
通

じ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
裏
側
に
あ
る
問
い
、
す
な
わ
ち
ケ
ア
は
い
か
な
る
条

件
の
も
と
で
耐
え
が
た
い「
抑
圧
」や「
強
制
」に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
ケ
ア

ワ
ー
ク
は
い
か
な
る
社
会
的
配
置
の
も
と
で
不
公
正
で
劣
悪
な
労
働
と
な
る

の
か
、
と
い
う
相
対
的
な
視
点
を
含
み
こ
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

本
章
で
は
ケ
ア
の
権
利
を
広
い
意
味
で
人
権
の
一
種
、
社
会
権
の
ひ
と
つ

と
し
て
捉
え
る「
ケ
ア
の
人
権
ア
プ
ロ
ー
チ
」と
い
う
規
範
的
立
場
に
立
つ
こ

と
を
後
で
述
べ
る
が
、
そ
の
前
に
、
人
文
社
会
科
学
の
う
ち
で
も
規
範
科
学

の
性
格
を
持
つ
哲
学
や
倫
理
学
、
教
育
学
の
分
野
で
、
ケ
ア
が
い
か
な
る
も

ケ
ア
と
は
何
で
あ
るべ
き
か

―
―
ケ
ア
の
規
範
理
論

第
2
章
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第
二
は
、
ケ
ア
を
扱
う
際
の
抽
象
性
と
過
度
の
一
般
化
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
ケ
ア
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
実
践
的・
具

体
的
に
ケ
ア
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
の
言
及
が
き
わ
め
て
少
な
い
。

第
三
は
、
本
質
主
義
、
す
な
わ
ち
脱
文
脈
性
も
し
く
は
文
脈
超
越
性
で
あ

る
。
別
な
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
ど
ん
な
文
脈
に
も
妥
当
す
る
よ
う
な
普
遍
理

論
へ
の
志
向
を
と
も
な
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
脱
文
脈
性
か
ら
帰
結
す
る
効
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
と
り
わ
け

そ
の
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
社
会
的
文
脈
の
な
か
に
は
、
他
に

も
人
種
や
階
級
が
含
ま
れ
る
が
、
と
り
わ
け
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
強
調
す
る
の

は
、
ケ
ア
の
主
題
化
が
主
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
質
主
義
的
な
議
論
の
な
か
で
は
不
思
議
と
―
故
意

に
、
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
―
現
実
の
ケ
ア
が
色
濃
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
対
す
る
配
慮
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
実
に
存
在
す
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
性
の
無
視
は
、
そ
の
否
認
と
同
じ
効
果
を
持
つ
。
そ
の
結
果
は
、
現

状
追
認
の
セ
ク
シ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

ケ
ア
の
本
質
論
は
、「
ケ
ア
と
は
そ
も
そ
も
何
か
?
」と
い
う
規
範
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
と
る
。
実
際
に
は
ケ
ア
と
は
文
脈
し
だ
い
で
、
愛
の
行
為
か
ら
抑

圧
、
搾
取
、
強
制
労
働
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
す
が
た
を
と
り
う
る
個
人
と
個

人
の
あ
い
だ
の
相
互
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
も
し
ケ
ア
と
は「
本

の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
か
を
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
規
範
科

学
の
ケ
ア
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ケ
ア
が
何
で
な
い

0

0

か
、

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ア
へ
の
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
大
き
く
分
け
て
ふ
た
つ
の
系
譜
が

あ
る
。
ひ
と
つ
は
そ
れ
自
体
規
範
科
学
の
一
種
で
あ
る
哲
学
の
う
ち
と
り
わ

け
倫
理
学
、
も
う
ひ
と
つ
は
教
育
学
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
範
科
学
の
特
徴

は
、「
ケ
ア
が
何
で
あ
る
か
」で
は
な
く
、「
何
で
あ
る
べ
き
か
」に
つ
い
て
よ

り
多
く
語
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
わ
た
し
が
こ
こ
で
主
と
し
て
批
判
の
対
象
と

す
る
の
は
日
本
語
圏
の
文
脈
に
お
け
る「
ケ
ア
」概
念
の
受
容
で
あ
り
、
そ
れ

も
本
質
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る1

❖

。
そ
れ
と
い
う
の
も
文
脈
超
越

的
な
本
質
主
義
ほ
ど
、
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
相
容
れ
な
い
も
の
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

1
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ケ
ア
を
題
名
に
含
ん
だ
日
本
語
の
刊
行
物
の

う
ち
、
も
っ
と
も
初
期
の
著
作
の
ひ
と
つ
が
哲
学
者
、 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
手
に

な
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
圏
で
は
、
哲
学
の 

鷲
田
清
一
、
倫
理
学
の 

川
本

隆
史
が
、
ケ
ア
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
こ
と
ば
を
翻
訳
な
し
に
自
覚
的
に
用
い
て

き
て
い
る
。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
ケ
ア
へ
の
哲
学
的・倫
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に

は
以
下
の
よ
う
な
共
通
点
が
あ
る
。

第
一
は
、
ケ
ア
を
そ
れ
自
体
で「
よ
き
も
の
」と
す
る
規
範
性
で
あ
る
。

ケ
ア
の
規
範
科
学

2

❖
1 

ケ
ア
の
本
質
論
に
は
他
に
も
宗
教
学
者
、 

八
木
誠
一
に
よ
る
も
の
等﹇ 

八
木2004;  

増
田・

 

山
本2004

﹈が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
以
下
の
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。



0 4 6ケアの社会学

質
的
」に
X
で
あ
り
、
現
実
の
ケ
ア
が
Y
で
し
か
な
け
れ
ば
、
Y
は
X
に
合

わ
せ
て「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
」と
し
て
否
認
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
こ
の

種
の
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ケ
ア
の
実
践
的・具
体
的
内
容
に
つ
い
て
関

心
を
持
た
な
い
傾
向
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
現
状
を
追
認
す
る
政
治
的
効
果

が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
論
の
関
心
は
そ
う
で
な
い

0

0

0

0

0

ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な
わ
ち
次
の

よ
う
な
も
の
と
な
る
。

（
1
） 規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
記
述
的（
経
験
的
）ア
プ
ロ
ー
チ
へ

（
2
） 規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
そ
れ
自
体
の
文
脈
化（
歴
史
化
）へ

以
下
は
、
こ
れ
ま
で
の
脱
文
脈
的
な
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
再
文
脈
化

す
る
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の“O

n C
aring”

﹇ M
ayeroff  1971=1987

﹈が
刊
行
さ
れ
て
以

来2

❖

、
ケ
ア
を
論
じ
る
古
典
的
な
文
献
と
し
て
こ
の
本
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ

て
き
た﹇ K

uhse 1997=2000;  

森
村2000

﹈。
原
題
を
た
ん
に“O

n C
aring”

と
す

る
こ
の
本
の
邦
訳
題
名
を
、『
ケ
ア
の
本
質
』と
し
た
の
は
、
共
訳
者
た
ち
に

よ
る
。
八
七
年
に
初
版
三
〇
〇
〇
部
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
二
〇
〇
四
年
四
月

ま
で
の
間
に
一
二
刷
、
推
定
累
計
二
万
部
を
越
え
る
こ
の
本
は
、
文
字
ど
お

り「
ケ
ア
の
本
質
」を
語
る
数
少
な
い
著
作
と
し
て
、
今
日
で
も
読
み
継
が
れ

て
い
る
。
日
本
に
は
比
較
的
無
名
の
著
者
と
出
版
社
、
か
つ
原
著
か
ら
一
五

年
以
上
経
っ
て
か
ら
の
翻
訳
刊
行
と
い
う
条
件
を
考
え
れ
ば
、
八
〇
年
代
か

「
ケ
ア
の
本
質
」

3

ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
ケ
ア
論
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
タ
イ
ト

ル
に「
ケ
ア
」と
い
う
カ
タ
カ
ナ
こ
と
ば
を
用
い
た
こ
と
が
、
こ
の
本
の
商
業

的
成
功
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
推
論
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
の
定
義
と
は「
一
人
の
人
格
を
ケ
ア
す
る

と
は
、
最
も
深
い
意
味
で
、
そ
の
人
が
成
長
す
る
こ
と
、
自
己
実
現
す
る
こ

と
を
た
す
け
る
こ
と
で
あ
る
」﹇ M

ayeroff  1971=1987: 13

﹈。
こ
こ
で
の
ケ
ア
の

意
味
は
、
第
一
義
的
に「
育
て
る
」こ
と
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
、
人
格
や
理

想
、
ア
イ
デ
ィ
ア
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
た
人
格
も
、
親
に
と
っ
て
の
子

ど
も
、
教
師
に
と
っ
て
の
学
生
、
友
人
や
共
同
体
ま
で
幅
が
広
い
。
ケ
ア
の

活
動
の
具
体
的
な
例
と
し
て
彼
が
あ
げ
る
の
は
、「
子
供
が
成
長
し
、
自
己

実
現
す
る
の
を
た
す
け
て
い
る
父
親
の
活
動
の
よ
う
な
も
の
」で
あ
り
、
ま

た「
父
親
が
子
供
を
最
も
重
要
な
意
味
に
お
い
て
ケ
ア
し
て
い
る
」﹇ M

ayeroff  

1971=1987: 184

﹈と
さ
れ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
ケ
ア
を
テ
ー
マ
に
す
る
本

書
の
な
か
に
は
、
母
親
の
ケ
ア
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
あ
た
か
も
母
親

の
ケ
ア
が
無
視
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
動
物
の
よ
う
な
母
親
の
身
体
的

ケ
ア
に
く
ら
べ
て
、
父
親
の
精
神
的
ケ
ア
の
み
が
子
ど
も
の「
人
格
」の「
成

長
」と
関
わ
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
。

上
述
の
よ
う
な 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
と
い
う
行
為
は
ケ

ア
す
る
者
に
帰
属
す
る
か
ら
、
ケ
ア
す
る
者
に
と
っ
て
の
ケ
ア
の
意
味
を
省

察
す
る
こ
と
が
、
彼
の
課
題
と
な
る
。
ケ
ア
の「
意
味
」と
は
、
ケ
ア
す
る

者
自
身
の「
自
ら
の
成
長
」で
あ
り「
ケ
ア
を
通
し
て
の
自
己
実
現
」で
あ
り
、

「
生
の
意
味
」と「
居
場
所
」の
発
見
で
あ
り
、
ひ
い
て
は「
ケ
ア
の
対
象
へ
の
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感
謝
」で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
理
念
的
に
語
ら
れ
た
ケ
ア
の
意
味
は
、

「
ケ
ア
の
意
味
と
は
X
で
あ
る
」と
い
う
記
述
命
題
で
は
な
く
、「
ケ
ア
の
意

味
と
は
X
で
あ
る
べ
き
だ
」と
い
う
規
範
命
題
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
う
な

れ
ば「
ケ
ア
を
通
し
て
の
自
己
実
現
」は
、
理
念
か
ら
強
制（
強
迫
）へ
と
容
易

に
転
化
す
る（「
ケ
ア
を
通
し
て
自
己
実
現
す
べ
き
だ
」）。
こ
の
命
題
か
ら
は
ケ
ア
を

自
己
実
現
と
考
え
ら
れ
な
い
ケ
ア
の
与
え
手
は
、
未
成
熟
な
劣
っ
た
人
格
と

見
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
書
物
を
書
い
て
い
た 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
自
身

に
と
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
?　
彼
が
既
婚
者
か
ど
う
か
、
子
ど
も
の
父
で

あ
る
か
ど
う
か
は
こ
の
本
か
ら
は
直
接
に
わ
か
ら
な
い
が3

❖

、
少
な
く
と
も
こ

の
本
を
執
筆
し
て
い
る
あ
い
だ
は
、
彼
は
子
ど
も
を
ケ
ア
す
る
時
間
を
割
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
し
、
逆
に「
ケ
ア
を
通
し
て
の
自
己
実
現
」を

す
で
に
果
た
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
書
物
を
書
く
必
要
も
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
と
な
れ
ば
、「
ケ
ア
を
通
し
て
の
自
己
実
現
」を
、
彼
は
一
体

誰
に
向
か
っ
て
唱
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
?　
が
問
題
と
な
る
。
実
際

に
は
男
性
以
上
に
女
性
が
も
っ
ぱ
ら
ケ
ア
に
従
事
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ケ

ア
の
与
え
手
で
あ
る
女
性
に
向
か
っ
て
、「
ケ
ア
を
通
し
て
の
自
己
実
現
」を

規
範
と
し
て
強
制
す
る
効
果
を
こ
の
本
は
持
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
れ

ば
、
女
性
に
向
か
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
自
己
実
現
な
ど
求
め
る
な
、
と
い
う

抑
圧
に
さ
え
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
書
物
に
対
し
て
は
、 

デ
イ
リ
ー

が
言
う
よ
う
に
、「
お
説
教
は
た
く
さ
んD

o not preach!

」﹇ D
aly &

  Standing 

2001: 2

﹈と
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
け
ば
足
り
る
。

哲
学
者
の 

森
村
修
は『
ケ
ア
の
倫
理
』﹇2000

﹈と
題
す
る
著
書
の
中
で
、 

メ

イ
ヤ
ロ
フ
を
評
価
す
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
お
い
て
も 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
が
参
照

さ
れ
る
べ
き
ケ
ア
論
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
ひ
と
り
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
の

は
驚
く
べ
き
こ
と
だ
が
、
彼
が 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
を
評
価
す
る
の
は
、
わ
た
し

が
批
判
し
た
当
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
は 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
次
の
文
章
、

「
自
己
と
離
れ
た
何マ

物マ

か
、
あ
る
い
は
誰
か
に
役
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
私
は
自
己
充
足
が
で
き
る
の
で
あ
る
」を
引
い
て
、
こ
う
書
く
。

❖
2  

メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
コ
ー
ト
ラ
ン
ド
校
の
哲
学
教
授
で
、
コ
ロ
ン
ビ

ア
大
学
哲
学
博
士
。
こ
の
本
は
ル
ー
ス・ナ
ン
ダ・ア
ル
シ
ェ
ン
を
統
括
編
集
者
と
す
る
世
界
展
望

叢
書
の
一
冊
と
し
て
書
き
お
ろ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
叢
書
シ
リ
ー
ズ
に
は
他
に
エ
ー
リ
ッ

ヒ・
フ
ロ
ム『
愛
の
技
術
』、
パ
ウ
ル・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ『
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
』、
鈴
木
大
拙『
神

秘
主
義
』、
ミ
ル
チ
ャ・エ
リ
ア
ー
デ『
神
話
と
現
実
』な
ど
が
あ
る
。
共
訳
者
の
ひ
と
り
、
田
村
真

は
東
北
大
学
医
学
部
教
授
、
他
の
ひ
と
り
の
向
野
宣
之
は
高
校
英
語
教
師
で
、
両
者
は
ナ
イ
チ
ン

ゲ
ー
ル
の
著
作
の
翻
訳
者
た
ち
で
あ
る
。
あ
と
が
き
で
、
彼
ら
は
こ
の
本
の
翻
訳
に「
一
〇
年
前

か
ら
関
心
を
抱
い
て
き
た
」と
述
べ
、「
小
さ
く
は
あ
る
が
本
書
は
類
な
い
驚
く
べ
き
書
物
で
あ

る
」﹇ M

ayeroff 1971=1987: 229

﹈と
賛
辞
を
寄
せ
て
い
る
。
一
〇
年
前
と
い
え
ば
、
ま
だ
ケ
ア

が
用
語
と
し
て
こ
な
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
ケ
ア
そ
の
も
の
が
ま
だ
学
問
的
に
主
題
化
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
共
訳
者
た
ち
の
関
心
は
先
駆
的
な
も
の
と
言
え
る
。
彼
ら
の

過
去
の
経
歴
か
ら
は
、
看
護
へ
の
関
心
か
ら
ケ
ア
を
主
題
化
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
も

し
翻
訳
の
刊
行
が
こ
の
年
代
で
な
け
れ
ば
、
邦
訳
タ
イ
ト
ル
に「
ケ
ア
」と
い
う
カ
タ
カ
ナ
語
が
用

い
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

❖
3 

文
中
の
事
例
が
主
と
し
て
父
親
と
大
学
教
師
と
し
て
の
経
験
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
見
れ
ば
、
彼
自
身
が
父
親
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
自
ら
以
外
に「
フ
ィ
ー
ル
ド
」

を
持
た
な
い
哲
学
者
の
多
く
は
、
自
分
の
経
験
か
ら
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
、
は
し
な
く
も
彼
自
身
が
証
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
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第
三
に
、
ケ
ア
の
対
象
が
依
存
と
保
護
、
そ
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象

に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム（
温
情
的
庇
護
主
義
）を
ま
ぬ
が
れ

て
い
な
い
こ
と
。

第
四
に
、「
父
親
の
ケ
ア
」が
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
る
の
に
対
し
、「
母
親

の
ケ
ア
」は
み
ご
と
に
不
可
視
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
こ
で
は

言
説
に
よ
る
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の
政
治
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
実
践
場
面
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
周
知
の
ケ
ア

を
、
あ
た
か
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
非
関
与
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
自
体
が
、

脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
と
い
う
言
説
遂
行
上
の
効
果
を
も
た
ら
す
。
さ
ら
に
言
え

ば
、
こ
の
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の
政
治
に
は
、
著
者
の
性
差
別
観
が
反
映
し
て

い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
著
作
を
通
じ
て
、

 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
、
父
親
の
ケ
ア
の
ほ
う
を
母
親
の
ケ
ア
よ
り
も
価
値
の
高
い

も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ふ
た
た
び 

デ
イ
リ
ー
を
引
こ
う
。

ケ
ア
が
贈
与
で
あ
り
、
道
徳
的
な
行
為
で
あ
る
と
説
教
す
る
人
々
は
、

多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
贈
与
や
道
徳
だ
の
を
考
え
る
よ
ゆ
う
も
な
い

ほ
ど
選
択
肢
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
い
る
。

 

﹇ D
aly &

  Standing 2001: 2

﹈

 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
自
発
的
に
選
択
さ
れ
た
父
親
の
ケ
ア
を
高
く
評
価
す
る
が
、

そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
母
親
の
ケ
ア
と
い
う
前
提
が
あ
る
か
ら
こ
そ
だ
、
と

な
ぜ
私
た
ち
は
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
の
か
?　
な
ぜ〈
自
己
〉や〈
他

者
〉を
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
?　
端
的
に
言
え
ば
、
ケ
ア

は
、
私
た
ち
の〈
生
〉に「
意
味
を
与
え
る
」こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

 

﹇ 

森
村2000: 91

﹈

 

森
村
は 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
の
定
義
を
拡
張
し
て
、「
他
者
へ
の
ケ
ア
」と

「
自
己
へ
の
ケ
ア
」と
は
同
じ
も
の
だ
と
す
る
。
も
う
少
し
正
確
に
言
え
ば
、

「
他
者
へ
の
ケ
ア
」を
通
じ
て
は
じ
め
て「
自
己
へ
の
ケ
ア
」が
可
能
だ
と
す
る
。

そ
の「
自
己
へ
の
ケ
ア
」の
内
実
が「
生
の
意
味
を
与
え
る
」こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
ま
た 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
規
範
的
な
含
意
は
容
易

に
強
制
へ
と
転
化
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち「
ケ
ア
す
る
の
は
他
者
の
た
め

で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
な
た
自
身
の
た
め
で
す
」と
い
う
よ
う
に
。
か
く
し

て「
ケ
ア
す
る
者
」は
ケ
ア
そ
れ
自
体
か
ら
報
酬
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
も
し
そ
う
で
き
な
け
れ
ば
、
十
分
に
人
格
的
に
成
熟
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
―
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
抑
圧
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

だ
が
規
範
的
な
含
意
に
加
え
て
、
も
う
少
し
分
析
的
に 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
批
判

を
以
下
の
四
点
に
わ
た
っ
て
あ
げ
て
お
こ
う
。

第
一
は
、
ケ
ア
の
対
象
が
人
格
か
ら
ア
イ
デ
ィ
ア
ま
で
を
含
む
よ
う
な
過

度
の
拡
張
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
無
定
義
概
念
と
化
し
、
分
析

や
記
述
上
の
妥
当
性
を
失
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、「
ケ
ア
」の
概
念
が「
子
ど
も
へ
の
ケ
ア
」に
限
定
さ
れ
て
い
る
た

め
に
、
病
人
、
障
害
者
、
高
齢
者
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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るcare

を
、 

ギ
リ
ガ
ン
の
翻
訳
者
は「
心
く
ば
り（
配
慮
）」と
訳
し
、
訳
書
に

は「
責
任
の
倫
理
」「
心
く
ば
り
の
倫
理
」と
し
て
登
場
す
る
。
こ
れ
を「
ケ
ア

の
倫
理
」と
命
名
し
な
お
し
た
の
は
、 

川
本
で
あ
る5

❖

。
そ
の
点
で 

ギ
リ
ガ
ン

の「
ケ
ア
の
倫
理
」を「
ケ
ア
の
倫
理
」と
し
て
日
本
語
圏
の
哲
学・
倫
理
学
の

業
界
に
紹
介
し
た 

川
本
の
功
績
は
、
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

ギ
リ
ガ
ン
の
著
書
は
米
国
で
刊
行
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
高
い
評
価
を
受
け

る
い
っ
ぽ
う
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
ラ
デ
ィ
カ
ル・
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
あ
い
だ

で
手
き
び
し
い
批
判
を
受
け
た6

❖

。
日
本
で
も 

ギ
リ
ガ
ン
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ェ

い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
か
、
故
意
に
黙
殺
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
彼
の
著

作
は（
1
）ま
ず
現
実
の
ケ
ア
に
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
を
み
ご
と
に
脱
ジ
ェ
ン

ダ
ー
化
し
た
う
え
で
、（
2
）次
に
ケ
ア
を
男
性
的
な
も
の
と
し
て
再
ジ
ェ
ン

ダ
ー
化
す
る
言
説
の
政
治
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

日
本
語
圏
に
お
け
る
ケ
ア
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
語
の
定
着
に
あ
た
っ
て
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
発
達
心
理
学
者
、
キ
ャ
ロ
ル・ 

ギ
リ
ガ
ン
の『
も
う
ひ
と
つ

の
声4

❖

』﹇ G
illigan 1982=1986

﹈の 

川
本
隆
史
に
よ
る
紹
介
が
、
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
。 
川
本
は『
現
代
倫
理
学
の
冒

険
』﹇ 

川
本1995

﹈に「
ケ
ア
と
正
義
」と
い
う
章
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
内
容
は

主
と
し
て
キ
ャ
ロ
ル・ ギ
リ
ガ
ン
の
紹
介
と
評
価
で
あ
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
正
義
論
に
対
比
し
て
、 

ギ
リ
ガ
ン
の「
ケ
ア
の
倫
理
」を
対
抗
軸
と
し
て
設

定
す
る
意
図
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。 

川
本
と
同
じ
く 

森
村
も 
ギ
リ
ガ
ン

を
評
価
す
る
が
、 

森
村
の
出
典
を
見
れ
ば
ほ
と
ん
ど
が
日
本
語
文
献
だ
か
ら
、

 

ギ
リ
ガ
ン
の
著
書
そ
の
も
の
よ
り
も
、 

川
本﹇1995

﹈の
影
響
下
に
あ
る
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
彼
ら
日
本
語
圏
の
倫
理
学
者
の
動
向
は
、
九
〇
年
代
以
降
、

英
語
圏
で「
ケ
ア
の
倫
理Ethics of C

are

」が
倫
理
学
の
主
題
と
し
て
登
場

し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
翻
訳
語
を
め
ぐ
る
奇
妙
な
政
治

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
思
議
な
こ
と
に 

ギ
リ
ガ
ン
の
邦
訳
書『
も
う
ひ
と
つ
の
声
』の
な
か
に

は
、「
ケ
ア
」と
い
う
用
語
は
一
度
も
登
場
し
な
い
。
原
著
で
用
い
ら
れ
て
い

 

ギ
リ
ガ
ン
の「
ケ
ア
の
倫
理
」

4

❖
4 

原
題
は“In a D

iff erent Voice” Voice

に
は
、「
声
」の
意
味
と
、
文
法
用
語
の
能
動
態・

受
動
態
の「
態
」の
意
味
を
か
け
て
あ
る
。
こ
の
本
は
、
彼
女
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
る
発
達
心
理

学
者
コ
ー
ル
バ
ー
グ
が
、
女
性
の
道
徳
性
に
対
し
て
低
い
評
価
し
か
与
え
な
い
こ
と
に
挑
戦
し
て
、

一
九
歳
か
ら
三
三
歳
ま
で
の
女
性
二
九
人
に
対
す
る
面
接
を
通
し
て
、
望
ま
な
い
妊
娠
の
中
絶
を

め
ぐ
る
意
思
決
定
の
な
か
に
あ
る
道
徳
的
デ
ィ
レ
ン
マ
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

彼
女
は
責
任
と
配
慮
、
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
と
に
し
た
状
況
依
存
的
な
女
性
の
意
思

決
定
の
ほ
う
を
、
状
況
超
越
的
な
個
人
主
義
の
立
場
よ
り
道
徳
的
に
優
位
と
し
た
。

❖
5  

川
本
は
同
じ
著
書
の
中
で
、「
介
護・
世
話・
配
慮

―《
ケ
ア
》を
問
題
化
す
る
た
め
に
」と

い
う
章
も
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ケ
ア
が「
介
護・世
話・配
慮
」と
い
う
多
義
的
な
訳
語
を
持
つ

こ
と
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
い
ず
れ
か
で
な
く
、「
ケ
ア
」と
い
う
カ
タ

カ
ナ
語
を
採
用
し
た
の
は
、
し
た
が
っ
て 

川
本
の
選
択
で
あ
る
。 

川
本
編﹇2005

﹈で
は
、『
ケ
ア

の
社
会
倫
理
学
』と
い
う
書
名
が
、
い
っ
そ
う
明
示
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

❖
6  
ギ
リ
ガ
ン
の
こ
の
著
書
は
刊
行
後
、
ア
メ
リ
カ
教
育
研
究
学
会
出
版
賞
を
受
け
、
同
年
の

雑
誌『
ミ
ズ
』誌
上
で
、
彼
女
は「
今
年
の
女
性Th e W

om
en of the Year

」に
選
ば
れ
る
に
い

た
っ
た
。
他
方
、
ス
ー
ザ
ン・ 

フ
ァ
ル
ー
デ
ィ
は
、『
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
』﹇ Faludi 1991=1994

﹈

の
な
か
で
、 

ギ
リ
ガ
ン
評
価
を
、
八
〇
年
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の「
家
庭
回
帰
」現
象
の
ひ
と
つ
と
し

て
批
判
し
て
い
る
。
上
野
の 
ギ
リ
ガ
ン
批
判
は
上
野﹇2002a

﹈を
参
照
。
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と
呼
ば
れ
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
倫
理
学fem

inist ethics

」と
区
別
さ
れ
る
こ

と
を
指
摘
す
る﹇ 

森
村2000: 114

﹈。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
本
の
刊
行
の
時

期
が
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
の
さ
な
か
で
あ
り
、
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
中
か
ら
生
ま
れ
た「
家
庭
と
女
ら
し
さ
へ
の
退
却
」が
、
保
守
派
の

読
者
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る﹇
上
野2002a

﹈。
奇
妙
な
こ

と
に
事
実
、 

ギ
リ
ガ
ン
に
対
す
る
評
価
は
男
性
の
あ
い
だ
で
高
く
、
女
性
の

あ
い
だ
で
低
い
傾
向
が
あ
る
。

第
二
に
、 

川
本
や
男
性
の
論
者
に
よ
る 

ギ
リ
ガ
ン
評
価
は
、 

ギ
リ
ガ
ン
の

う
ち
に
あ
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
を
み
ご
と
に
脱
色
し
、
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の

政
治
を
遂
行
す
る
結
果
に
な
っ
た
。 

ギ
リ
ガ
ン
の
よ
う
に「
正
義
の
倫
理
」と

「
ケ
ア
の
倫
理
」を
そ
れ
ぞ
れ
男
性
と
女
性
の
道
徳
的
性
向
に
対
応
さ
せ
る
代

わ
り
に
、
相
補
的
な
ふ
た
つ
の
原
理
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
独
立
さ
せ
る

こ
と
で
、
男
女
を
問
わ
ず
利
用
可
能
な
概
念
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
な

 

ギ
リ
ガ
ン
再
評
価
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
あ
い
だ
に
も
見
ら
れ
る﹇ 

江
原2000; 

 

山
根2004

﹈。

 

川
本
は
そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら『
ケ
ア
の
社
会
倫
理
学
』

﹇ 

川
本
編2005

﹈を
編
ん
で
い
る
。「
私
が
望
み
う
る
最
高
の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
を

揃
え
」た
と
彼
が
自
負
す
る
よ
う
に
、
こ
の
本
に
は
た
し
か
に
、
現
在
ケ
ア

を
語
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
論
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、

編
者
に
よ
る「
序
論　
《
ケ
ア
の
社
会
倫
理
学
》へ
の
招
待
」も
目
配
り
の
よ
い

す
ぐ
れ
た
論
考
で
あ
る
。
こ
の
本
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
先
述
の 

川
本
批
判

に
い
く
ら
か
の
補
足
を
付
け
加
え
た
い
。

ミ
ニ
ス
ト
の
あ
い
だ
で
論
争
が
お
こ
り
、
わ
た
し
自
身
は
批
判
的
な
立
場
を

採
っ
た7

❖

。
だ
が
、 

川
本
の
精
力
的
な
紹
介
が
な
け
れ
ば
、 

ギ
リ
ガ
ン
は
日
本

に
お
い
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト・サ
ー
ク
ル
以
外
の（
男
性
主
導
）の
哲
学・倫
理
学

界
で
と
り
あ
げ
る
に
足
る
思
想
家
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
し
、 

ギ
リ
ガ
ン
論
争
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
業
界
の「
コ
ッ
プ
の
な
か
の
嵐
」

に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
、
こ
れ
が「
世
話
の
倫
理
」や

「
配
慮
の
倫
理
」の
ま
ま
で
流
通
し
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
注
目
を
集
め
た

か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

だ
が
こ
の
翻
訳
の
政
治
の
な
か
で
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
言
説
の
政

治
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、 

ギ
リ
ガ
ン
の
再
評
価
で
あ
る
。 

ギ
リ
ガ

ン
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア（
配
慮
）と
は
、
相
互
依
存
、
配
慮
関
心
、
義
務
と
責
任

の
観
念
を
複
合
的
に
含
む
道
徳
的
基
準
で
あ
り
、
権
利
の
倫
理
の
よ
う
な
首

尾
一
貫
性
を
欠
く
が
、
状
況
依
存
的
で
あ
る
こ
と
で
か
え
っ
て
優
位
に
あ
る

よ
う
な
、
主
と
し
て
女
性
が
発
達
さ
せ
て
き
た
道
徳
性
を
指
す
。
彼
女
の
師

で
あ
る
心
理
学
者
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
男
性
中
心
的
な
発
達
理
論
が
、
女
性

の
道
徳
性
を
男
性
の
そ
れ
に
対
し
て
劣
位
に
置
く
こ
と
に
対
す
る
異
議
申
し

立
て
か
ら
出
発
し
た
彼
女
の
研
究
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

だ
が
、
そ
れ
は
す
で
に
男
性
に
よ
っ
て
評
価
を
与
え
ら
れ
た「
女
ら
し
さ
」の

特
性
を
評
価
す
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
本
質
主
義
―
生
物
学
的
本
質
主

義
で
な
い
に
し
て
も
、
文
化
本
質
主
義
的
な

―
を
招
き
、
性
差
の
固
定

に
寄
与
す
る
と
い
う
効
果
が
あ
っ
た
。 

森
村
も 

ギ
リ
ガ
ン
の「
ケ
ア
倫
理
学

care ethics

」が「
女
性（
女
ら
し
い
）倫
理
学fem

inine ethics

」（
か
っ
こ
内
引
用
者
）
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
を「
い
っ
た
ん
括
弧
に
入
れ
」る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
?　
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
倫
理
学
者
な
ら
、
そ
れ
に
合
意
し
な
い
だ
ろ
う
。

倫
理
学
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
と
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
こ
の
よ
う
な
見
か
け

の
超
越
性（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
性
）の
持
つ
、
政
治
性
こ
そ
を
批
判
の
対
象
と
し
て

き
た
は
ず
だ
。
た
と
え
ば
、
彼
が「
ケ
ア
の
社
会
倫
理
学
」の
な
か
で
自
ら

に
課
し
た
課
題
の
ひ
と
つ
に
、「「
ケ
ア
の
正
し
い
分
か
ち
合
い
」を
サ
ポ
ー

ト
す
る「
後
ろ
盾
と
な
る
諸
制
度
」（『
正
義
論
』第
四
三
節
）を
探
り
当
て
る
と
い

う
主
題
」﹇ 

川
本
編2005: 3

﹈が
あ
る
が
、
こ
の「
ケ
ア
の
正
し
い
分
か
ち
合
い
」

を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
者
な
ら
た
だ
ち
に「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
分
配
公
正
」と
呼

び
替
え
る
だ
ろ
う
。
ケ
ア
は「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ま
み
れ
」の
用
語
で
あ
り
、
ケ
ア

問
題
と
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
で
あ
る
。「
問
題
」と
は
何
で
あ
り
、
誰
に
と
っ

て「
問
題
」で
あ
り
、
そ
し
て
誰
に
よ
っ
て
何
の
た
め
に「
問
題
化
」さ
れ
た
の

か
?　

 

ギ
リ
ガ
ン
に
学
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ア
の
問
題
化
の
政
治
性

第
一
に
タ
イ
ト
ル
が「
社
会
倫
理
学
」と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
的
文

脈
に
配
慮
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
経
験
的
現
場
を
持
つ
実

践
家
を
執
筆
者
に
多
く
起
用
し
た
編
集
方
針
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
し
た
が
っ
て
、
ケ
ア
が
つ
ね
に「
よ
き
も
の
」で
あ
る
と
い
う
前

提
に
は
疑
義
が
付
さ
れ
て
お
り
、
ケ
ア
が「
し
ぶ
し
ぶ
や
る
」「
や
っ
か
い
ご

と
」で
あ
る
可
能
性
に
対
し
て
も
配
慮
が
見
ら
れ
る8

❖

。

第
三
に
、
こ
の
本
が
扱
う「
ケ
ア
の
四
つ
の
領
域
」と
は
、
医
療
、
看
護
、

介
護
、
教
育
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
育
児
と
介
助
が
含
ま
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん

網
羅
性
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
育
児
」が
周
辺
的

に
し
か
扱
わ
れ
な
い
こ
と
は
、
ケ
ア
論
の
英
語
圏
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
き

わ
め
て
特
殊
日
本
的
と
言
え
る
。

最
後
に
、 

川
本
は「《
ケ
ア
の
社
会
倫
理
学
》は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
ど

う
対
処
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
」と
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
自
ら
以
下
の

よ
う
に
答
え
る
。

「（
介
護
が
）日
本
の
女
性
が
歩
ま
ざ
る
を
え
な
い『
レ
ー
ル
』だ
と
し
た

ら
」（ 

春
日
キ
ス
ヨ
か
ら
の
引
用
）と
い
う
条
件
節
を
い
っ
た
ん
括
弧
に
入
れ
て
、

「
反
事
実
的
」に
介
護
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
望
ま
し
い
つ
な
が
り
を
構
想
す
る

と
い
う
の
が
、
正
攻
法
だ
ろ
う（
か
っ
こ
内
引
用
者
）。 

﹇ 

川
本
編2005: 27-28

﹈

「
正
攻
法
」と
は
い
っ
た
い
誰
に
と
っ
て
の「
正
攻
法
」な
の
だ
ろ
う
か
?

「（
社
会
）倫
理
学
」に
と
っ
て
の
?　
そ
し
て
倫
理
学
と
は
、
与
件
と
し
て
の

❖
7 

上
野﹇2002

﹈は 

ギ
リ
ガ
ン
を
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
の
ひ
と
つ
と
し
て
批
判
の
対
象
と
し
て
い

る
が
、 

江
原
由
美
子﹇ 

江
原
編1995

﹈は
中
絶
の
自
己
決
定
権
を
め
ぐ
る 

ギ
リ
ガ
ン
の
議
論
を
評

価
し
て
い
る
。
ち
な
み
に 

江
原
の
監
訳
に
よ
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー・ 

ブ
ラ
イ
ソ
ン『
争
点・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
』﹇ Bryson 1999=2004: 105

﹈で
は
、 

ギ
リ
ガ
ン
に
つ
い
て
の
言
及
の
な
か
に
、「
責
任
の
倫

理
」と「
ケ
ア
の
倫
理
」と
い
う
訳
語
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
配
慮
の
倫
理
」と
も
訳
さ
れ
う
る
こ

の
訳
語
に
、
ケ
ア
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
言
葉
を
採
用
し
た
の
は
、
こ
の
本
の
訳
業
が「 

川
本
以
後
」で

あ
る
影
響
か
も
し
れ
な
い
。

❖
8 

た
だ
し
こ
の
ケ
ア
の
二
面
性
へ
の
配
慮
は
、
文
字
ど
お
り「
配
慮
」に
と
ど
ま
り
、
じ
ゅ
う

ぶ
ん
に
理
論
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
の
ケ
ア
の
人
権
ア
プ
ロ
ー

チ
は
ケ
ア
の
自
発
性
と
強
制
性
と
を
と
も
に
概
念
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
論
装
置
で
あ
る
。
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し
か
し
そ
の
中
間
に
は
、
ギ
リ
ガ
ン
の
問
題
提
起
に
触
発
さ
れ
、
ケ
ア

の
視
点
を
重
視
し
な
が
ら
、
ケ
ア
の
倫
理
を
い
っ
そ
う
広
い
社
会
的
文

脈
の
な
か
に
展
開
し
よ
う
と
試
み
る
論
者
た
ち
が
い
る
。
し
か
も
、
上

記
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
全
体
は
ア
ン
チ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
対
立
す
る
。
後

者
の
大
半
は
正
義
の
倫
理
を
支
持
す
る
だ
ろ
う
。 

﹇
品
川2007: 193

﹈

事
実
、
哲
学・
倫
理
学
の
主
流
だ
っ
た「
正
義
論
」は
、「
ケ
ア
の
倫
理
」を

ま
っ
た
く
歯
牙
に
も
か
け
ず「
ジ
ェ
ン
ダ
ー・
ブ
ラ
イ
ン
ドgender-blind

」

に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、「
ケ
ア
の
倫
理
」論
争
に
参
入
す
る
男
性

の
論
者
は「
ケ
ア
の
視
点
を
重
視
し
な
が
ら
、
ケ
ア
の
倫
理
を
い
っ
そ
う
広

い
社
会
的
文
脈
の
な
か
に
展
開
し
よ
う
と
試
み
る
」中
間
的
な
人
々
で
あ
り
、

自
ら
が
属
す
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
内
の
少
数
者
で
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

品
川
が
言
及
す
る
よ
う
に
ギ
リ
ガ
ン
の「
ケ
ア
の
倫
理
」を
も
っ
と
極
端

に
、
か
つ
よ
り
本
質
主
義
的
な
か
た
ち
で
推
し
進
め
た
の
が
教
育
学
者
の
ネ

ル・
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
で
あ
る
。
彼
女
の『
ケ
ア
リ
ン
グ
　
倫
理
と
道
徳
の
教

育
』﹇N

oddings 1984=1997

﹈の
副
題
に
は
、「
女
性
の
観
点
か
らa fem

inine 
approach

」と
あ
る
。
直
訳
す
れ
ば「
女
ら
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
」と
す
べ
き
だ

ろ
う
。
今
日「
ケ
ア
」よ
り
も「
ケ
ア
リ
ン
グ
」を
選
好
す
る
研
究
者
の
多
く
に

と
っ
て
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
こ
の
本
が
典
拠
と
な
っ
て
お
り
、「
ケ
ア
リ
ン

グ・
ソ
サ
エ
テ
ィcaring society

」と
は
相
互
に
ケ
ア
し
あ
う
母
性
的
な
社

会
と
し
て
理
念
化
さ
れ
て
い
る
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
と
っ
て「
ケ
ア
リ
ン
グ
」と
は
ケ
ア
さ
れ
る
他
者
の「
福

そ
の
も
の
を
脱
政
治
化
す
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
政
治

（
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の
政
治
）が
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ギ
リ
ガ
ン
以
後
の「
ケ
ア
の
倫
理
」vs「
正
義
の
倫
理
」論
争
を
追
っ
た
労
作

が
品
川
哲
彦『
正
義
と
境
を
接
す
る
も
の

―
責
任
と
い
う
原
理
と
ケ
ア
の

倫
理
』﹇
品
川2007

﹈で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
論
争
史
の
的
確
な
ま
と
め
が
あ
る

の
で
、
少
し
長
い
が
引
用
し
よ
う
。

ケ
ア
の
倫
理
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ケ
ア
対
正
義
論
争
と
呼
ば
れ
る
論
争

が
展
開
さ
れ
て
き
た
。（
中
略
）し
か
し
、
論
争
に
お
い
て
対
立
す
る
陣

営
は
ギ
リ
ガ
ン
と
コ
ー
ル
バ
ー
グ
派
か
ら
、
し
だ
い
に
ギ
リ
ガ
ン
お
よ

び
そ
の
擁
護
者
と
こ
れ
を
批
判
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
移
っ
て
い
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
ギ
リ
ガ
ン
の
発
掘
し
た
ケ
ア
の
視
点
は
多
く
の
女
性
が

歴
史
的
に
経
験
し
て
き
た
価
値
観
を
反
映
し
て
い
る
反
面
、
同
じ
理
由

か
ら
、
歴
史
的
な
事
実
を
倫
理
的
に
肯
定
し
、
女
性
に
対
す
る
抑
圧
を

再
生
産
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
ケ
ア
の
倫
理
に
対
す
る
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
の
反
応
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
方
に
、
ケ
ア
の
倫
理
を
男

性
に
好
都
合
な
女
性
観
に
女
性
み
ず
か
ら
一
体
化
す
る
態
度
と
し
て
厳

し
く
否
定
す
る
論
者
が
い
る
。
他
方
に
、
女
性
と
結
び
つ
け
る
し
か
た

で
ケ
ア
の
倫
理
の
道
徳
的
超
越
性
を
語
る
論
者
が
い
る
。
前
者
の
例

は
マ
ッ
キ
ノ
ン
で
あ
る
。（
中
略
）後
者
の
例
は
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
で
あ
る
。

ギ
リ
ガ
ン
以
後
の「
ケ
ア
の
倫
理
」論
争

5
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と
正
義
の
対
立
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
で
は
な
い
」と
す
る
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
ア
ン
チ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
陣
営
に
与
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
当

の
問
題
は「
あ
る
倫
理
学
理
論
が「
男
性
的
」か「
女
性
的
」と
い
う
こ
と
で
は

な
く
て（
中
略
）そ
の
理
論
に
男
性
優
位
の
偏
向
が
あ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ

ち「
女
性
の
利
益
を
否
定
し
、
男
性
に
従
属
さ
せ
る
働
き
が
あ
る
」こ
と
を

証
明
す
る
」﹇ Kuhse 1997=2000: 176

﹈こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
女
は「
ケ

ア
リ
ン
グ
に
は
賛
成
だ
が
、
ケ
ア
の
看
護
倫
理
に
は
反
対
で
あ
る
」﹇ Kuhse 

1997=2000: 179

﹈と
き
っ
ぱ
り
と
い
う
。
と
い
う
の
も「
ケ
ア
の
看
護
倫
理
」、

別
名「
ナ
ー
ス・
エ
シ
ッ
ク
ス
」と
は
看
護
職
と
い
う
職
業
に
特
殊
主
義
的
な

倫
理
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
看
護
師
の
無
限
定
な
自
己
犠
牲
や
奉
仕
を
誘
発

し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る 

ク
ー
ゼ
に
と
っ
て
は
、 

ノ
デ
ィ
ン

グ
ズ
流
の
無
限
定
な「
没
入
」を
要
請
す
る
ケ
ア
は
、
教
育
と
い
う
現
場
で
あ

れ
、
看
護
と
い
う
現
場
で
あ
れ
、
危
険
き
わ
ま
り
な
い
主
張
と
な
る
。

す
べ
て
の
看
護
婦マ
マ
と
患
者
の
出
会
い
が
、（ 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
主
張
す
る
よ

う
に
）「
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
き
出
会
い
」で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
り
、
看

護
に
お
け
る
ケ
ア
リ
ン
グ
の
理
想
を
そ
こ
ま
で
高
く
設
定
す
る
こ
と
は

非
常
に
危
険
で
あ
る
。（
中
略
）こ
の
よ
う
な
ほ
と
ん
ど
達
成
不
可
能
な

目
標
に
駆
り
立
て
る
こ
と
は
、
看
護
婦マ

マ
を
挫
折
感
で
満
た
す
ば
か
り
で

な
く（
中
略
）自
分
の
仕
事
に
対
す
る
自
負
心
を
失
う
こ
と
に
も
な
る
だ

ろ
う（
か
っ
こ
内
引
用
者
）。 

﹇ K
uhse 1997=2000: 188-189

﹈

利
、
保
護
、
向
上
」の
た
め
に
、
他
者
を「
受
容
し
、
応
答
し
、
共
感
し
、
関

わ
り
合
う
」こ
と
を
言
う
。
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
対
象
へ
の

「
没
入
」で
あ
り
、「
お
の
れ
を
空
し
く
し
て
他
者
の
経
験
を
受
け
入
れ
、
反

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
さ
れ
る
。
そ
の
典
型
は
母
子
関
係
で
あ
る
。

母
子
関
係
は「
自
然
な
ケ
ア
リ
ン
グ
」と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も「
自
然
な
関

係
か
ら
愛
が
お
の
ず
と
わ
き
あ
が
る
」か
ら
で
あ
る
。
こ
の
他
者
と
の
関
係

は
、
対
面
性・個
別
性
を
持
っ
た
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て「
私
が

ケ
ア
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
を
見
捨
て
な
い
か
ぎ
り
、
ア
フ
リ

カ
の
飢
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
ケ
ア
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
な
ら
、
ア
フ
リ
カ
の
飢
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
ケ
ア
す
る
責
務
は
私
に

は
な
い
」﹇ N

oddings 1984=1997

﹈と
し
て
、「
正
義
の
倫
理
」の
普
遍
主
義
を
否

定
す
る
。

 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
立
場
は（
1
）ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
否

定
し
た
は
ず
の
生
物
学
的
本
質
主
義
を（ 

ギ
リ
ガ
ン
の
文
化
的
本
質
主
義
以
上
に
）強

化
す
る
ば
か
り
で
な
く
、（
2
）経
験
的
現
実
と
も
食
い
違
っ
て
い
る
。
現
実

に
は
、
産
ん
だ
わ
が
子
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ケ
ア
を
放
棄
し
た
り
虐

待
し
た
り
す
る
多
く
の
母
親
が
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
同
じ「
ケ
ア
リ
ン
グ
」と
い
う
概
念
を
用
い
な
が
ら
、「
正
義
の
倫

理
」の
側
に
立
ち
、 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
を
厳
し
く
批
判
す
る
ヘ
ル
ガ・ ク
ー
ゼ
の

よ
う
な
論
者
も
い
る﹇ K

uhse 1997=2000

﹈。 

ク
ー
ゼ
は「
ケ
ア
の
倫
理
」は「
正

義
の
倫
理
」に
統
合
可
能
だ
と
し
て
特
殊
主
義
的
な「
ケ
ア
の
倫
理
」の
限
界

を
批
判
し
、
普
遍
主
義
的
な「
正
義
の
倫
理
」の
側
に
立
つ
。
彼
女
は「
ケ
ア



0 5 4ケアの社会学

の
倫
理
が「
広
汎
な
反
応
を
ま
き
お
こ
し
た
の
は
、
ケ
ア
の
倫
理
が
、
近
代

の
倫
理
理
論
の
な
か
で
は
あ
ま
り
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
異
質
な
価
値

を
提
唱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」﹇ 

品
川2007: 145

﹈。「
ケ
ア
の
倫
理
か
正
義
の

倫
理
か
」の
二
者
択
一
で
も
な
く
、
一
方
の
他
方
へ
の「
同
化
」や「
統
合
」で

も
な
く
、 

品
川
が
紹
介
す
る
よ
う
に
、 

ヘ
ル
ド﹇ H

eld 2006

﹈の
い
う「
編
み
合

わ
せenm

esh

」が
、
ケ
ア
対
正
義
論
争
の「
ひ
と
つ
の
到
達
点
」﹇ 

品
川2007: 

226

﹈で
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
ケ
ア
の
倫
理
と
正
義
の
倫

理
が
相
互
に
還
元
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
足
り
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
日
本
で
独
自
に
展
開
し
た
臨
床
哲
学
の
ケ
ア
論
を
紹
介
し

よ
う
。
臨
床
哲
学
を
唱
え
る 

鷲
田
清
一
は
、
近
年
ケ
ア
論
へ
の
傾
斜
を
深
め

て
い
る
が
、
そ
の
著
書『「
聴
く
」こ
と
の
力
』﹇ 

鷲
田1999

﹈の「
第
八
章　
ホ
モ・

パ
テ
ィ
エ
ン
ス
」の
な
か
で
ケ
ア
を
論
じ
て
い
る
。
ホ
モ・パ
テ
ィ
エ
ン
ス
と

は「
苦
し
む
人
」の
意
。
ペ
イ
シ
ェ
ン
ト（
患
者
）の
語
源
で
も
あ
る
パ
テ
ィ
エ

ン
ス
と
い
う
ラ
テ
ン
語
か
ら
説
き
お
こ
す
彼
の
ケ
ア
論
は
、
臨
床
哲
学
と
名

の
る
よ
う
に
、
医
療
臨
床
を
想
定
し
て
お
り
、
な
か
で
も
看
護
の
現
場
を
哲

学
化
し
よ
う
と
す
る
企
図
か
ら
き
て
い
る
。「
な
ん
の
留
保
も
な
し
に
、「
苦

し
む
ひ
と
」が
い
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
他
者
の
も
と
に
い
る

こ
と
」﹇ 
鷲
田1999: 245

﹈は
、
苦
し
む
人
の
苦
し
み
を
軽
減
し
よ
う
と
し
て
そ

れ
に
働
き
か
け
る
こ
と（
医
療cure

）と
は
区
別
さ
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て

「
無
条
件
の
コ
プ
レ
ザ
ン
ス
」が
ケ
ア
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
看
護
職
も
同
意
に

臨
床
哲
学
の「
ケ
ア
」論

6

こ
の
よ
う
な 

ギ
リ
ガ
ン
や 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の「
ケ
ア
の
倫
理
」は
、
た
と

え
そ
れ
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
な
動
機
と
意
図
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て

も
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
意
に
反
す
る
逆
説
」を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て「
現
代

の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
危
険
な
動
向
」と 

ク
ー
ゼ
に
よ
っ
て
見
な
さ
れ
る
。 

品

川
も「
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
に
は
ケ
ア
す
る
者
の
搾
取
を
抑
止
で
き
な
い
」と

い
う
バ
ベ
ッ
ク
の 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
批
判
を
紹
介
し
て
い
る
。「
ケ
ア
す
る
者

と
し
て
の
役
割
を
課
せ
ら
れ
た
女
性
が
こ
の
倫
理
理
論
を
内
面
化
し
た
場

合
、
こ
の
理
論
は
女
性
に
ケ
ア
関
係
の
維
持
を
強
い
る「
抑
圧
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
」﹇Bubeck 1995: 207

﹈と
し
て
働
い
て
し
ま
う
」﹇ 

品
川2007: 189

﹈か
ら
で
あ

る
。
看
護
職
に
と
っ
て
も
、「
ケ
ア
の
看
護
倫
理
」と
は「
看
護
婦マ
マ
の
役
割
を

「
補
助
的
奉
仕
」に
限
定
し
た
古
い
隠メ
タ
フ
ァ
ー喩の
焼
き
直
し
に
過
ぎ
ず
、
女
性
に

対
し
て
差
別
的
に
働
く
い
わ
ゆ
る「
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」を
温
存
す
る
こ

と
に
な
る
」﹇ Kuhse 1997=2000: 207

﹈。

 

ク
ー
ゼ
は 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
対
し
て「
お
馴
染
み
の
説
教
を
女
が
唱
え
た

だ
け
」﹇ Kuhse 1997=2000: 207

﹈と
手
き
び
し
い
。 

デ
イ
リ
ー
の
い
う「
お
説
教

は
た
く
さ
ん
!
」“D

o not preach!”

と
い
う
こ
と
ば
は
、
男
性
論
者
だ
け

で
な
く
、
女
性
論
者
に
向
け
て
も
発
さ
れ
る
、
そ
の
理
論
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的

な
効
果
が
同
様
な
も
の
で
あ
る
限
り
は
。

わ
た
し
自
身
も 

ギ
リ
ガ
ン
や 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
だ
が

ケ
ア
の
倫
理
を
批
判
す
る
た
め
に
、 

ク
ー
ゼ
の
よ
う
に
そ
れ
を
否
定
し
て

「
正
義
の
倫
理
」の
普
遍
主
義
に
参
入
し
、「
女
も
普
遍
主
義
に
立
つ
こ
と
が

で
き
る
」と
証
明
し
て
み
せ
る
必
要
は
な
い
。 

品
川
が
い
う
よ
う
に
、
ケ
ア
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逆
転
す
れ
ば
、「
わ
た
し
、
ほ
ん
と
に
、
生
き
て
て
い
い
ん
で
す
か
」と
い
う

問
い
に
対
し
て
、「
い
い
ん
だ
よ
、
お
ま
え
は
、
そ
の
ま
ま
で
」と
応
じ
る

「
無
条
件
の
肯
定
」が
、 

鷲
田
に
と
っ
て
の
ケ
ア
で
あ
る﹇ 

鷲
田1999: 252

﹈。
ち

な
み
に
こ
の
語
法
の
な
か
に
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
地
位
の
指
標
に
も
、
わ
た

し
は
敏
感
に
な
ら
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
日
本
語
の
語
法
は
性
別・年
齢・地
位

の
判
定
を
容
易
に
す
る
が
、 

鷲
田
の
あ
げ
た
例
で
は
、
問
い
か
け
る
側
が
年

少
の
女
性
、
応
じ
る
側
が
年
長
の
男
性（
も
し
く
は
男
女
を
問
わ
ず
上
位
者
）と
想
定

で
き
る
。
こ
の
性
別・年
齢
の
配
置
が
逆
転
す
る
可
能
性（
高
齢
者
ケ
ア
で
は
し
ば

し
ば
あ
り
う
る
）を 

鷲
田
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
点
で
、
彼
の
ケ
ア

概
念
も 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
に
劣
ら
ず
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
。

 

鷲
田
は
、 

川
本
と
同
様
に
、 

ギ
リ
ガ
ン
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。

「
混
乱
、
あ
い
ま
い
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
、
い
い
か
げ
ん
」と
思
わ
れ
て
き
た

「
女
性
の
道
徳
上
の
弱
点
」は
、「
他
者
へ
の
配
慮（
ケ
ア
）」と
い
う
点
で
は
、

す
べ
て「
女
性
の
道
徳
的
強
み
」へ
と
転
化
す
る
。
女
性
の
男
性
に
対
す
る
道

徳
的
優
位
を
説
く 

ギ
リ
ガ
ン
の
議
論
が
、
同
じ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
ら
は
き
び

し
い
批
判
を
受
け
る
一
方
で
、 

川
本
や 

鷲
田
の
よ
う
な
男
性
の
哲
学
者
た
ち

か
ら
は
支
持
さ
れ
る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
?　

 

鷲

田
は「
ケ
ア
」を
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
て
い
な
い
が
、
逆
に「
ケ
ア
の
原
型
」を

本
質
化
す
る
こ
と
で
男
を
安
全
地
帯
に
置
く
一
方
で
、
ケ
ア
を
抽
象
度
の
高

い
普
遍
概
念（「
無
条
件
の
肯
定
」）へ
と
飛
躍
さ
せ
る
こ
と
で
、 

川
本
と
同
じ
く

脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の
言
説
の
政
治
を
実
践
し
て
い
る
。

問
わ
れ
る
べ
き
問
い
は
、
自
然
化
さ
れ
本
質
化
さ
れ
た
ケ
ア
や
、
普
遍
概

た
め
ら
う
だ
ろ
う
。 

鷲
田
の
よ
う
な
議
論
で
は
、
看
護
職
の
サ
ー
ビ
ス
残
業

や
感
情
労
働
を
さ
ら
に
強
化
す
る
結
果
に
つ
な
が
り
、
バ
ベ
ッ
ク
が 

ノ
デ
ィ

ン
グ
ズ
を
批
判
す
る
よ
う
に
、「
抑
圧
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」と
し
て
機
能
す
る

だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
の 

鷲
田
が
、「
ケ
ア
の
原
型
」と
し
て
あ
げ
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
活

動
で
あ
る
。

乳
首
を
た
っ
ぷ
り
ふ
く
ま
せ
て
も
ら
い
、
乳
で
濡
れ
た
口
許
を
拭
っ

て
も
ら
い
、
落
と
し
た
お
も
ち
ゃ
を
拾
っ
て
も
ら
い
、
便
に
ま
み
れ
た

お
尻
を
上
げ
て
ふ
い
て
も
ら
い
、
髪
を
、
顎
の
下
、
脇
の
下
を
、
指
の

間
、
腿
の
間
を
て
い
ね
い
に
洗
っ
て
も
ら
っ
た
経
験
。 ﹇ 

鷲
田1999: 252

﹈

こ
の
記
述
は 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
が
あ
げ
る「
ケ
ア
の
活
動
」と
興
味
深
い
対
照
を

な
し
て
い
る
。
第
一
に
そ
の
本
質
主
義
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

性（
乳
首
を
含
ま
せ
て
も
ら
う
の
は
母
親
に
対
し
て
し
か
で
き
な
い
）、
第
二
に
、「
ケ
ア
す

る
経
験
」で
は
な
く
、「
ケ
ア
さ
れ
る
経
験
」、
し
か
も
ま
っ
た
き
受
動
性
の

経
験
が
、
ケ
ア
の
経
験
の
原
型
に
く
る
と
い
う
対
照
性
で
あ
る
。 

メ
イ
ヤ
ロ

フ
に
お
い
て
は
、
ケ
ア
は
も
っ
ぱ
ら
ケ
ア
す
る
側
か
ら
語
ら
れ
、
彼
自
身
が

「
ケ
ア
さ
れ
る
側
」に
ま
わ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
想
定
さ
れ

て
い
な
い
。

そ
の
ま
っ
た
き
受
動
性
が
、 

鷲
田
に
よ
れ
ば「
ケ
ア
の
根
っ
こ
に
あ
る
べ

き
経
験
」で
あ
り
、
そ
れ
を
彼
は「
存
在
の
世
話
」と
言
い
換
え
る
。
立
場
を
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グ
」の
用
例
か
ら
見
て
、
ケ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
概
念
が
、（
1
）主
と
し
て
ケ

ア
す
る
側
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も（
2
）女
性
的
な
ケ
ア

に
言
及
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。日

本
で
も
家
族
社
会
学
の 

笹
谷
春
美
は「
ケ
ア
リ
ン
グ
研
究
会
」を
組
織
す

る
な
ど
、
ケ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
用
語
に
特
別
の
思
い
入
れ
を
持
っ
て
い
る
よ

う
だ
が
、
彼
女
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
を
、
す
べ
て「
ケ
ア
」と
い
う
用
語
に
入
れ

替
え
て
も
論
旨
が
変
わ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
ケ
ア
リ
ン
グ
は
せ
い
ぜ
い

ケ
ア
の
代
替
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
概
念
が
別

の
概
念
と
同
義
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
と
し
て
、
文
脈
を
入
れ
替
え
て

項
を
代
入
し
て
も
、
意
味
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
示
す
や
り
方
が
あ
る
が
、

ケ
ア
リ
ン
グ
が
ケ
ア
と
代
替
可
能
で
あ
れ
ば
、
何
も
こ
と
さ
ら
に
ケ
ア
と
区

別
し
て
ケ
ア
リ
ン
グ
を
用
い
る
必
要
は
な
い
。

そ
う
な
れ
ば
ケ
ア
関
係
と
ケ
ア
リ
ン
グ
関
係
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
何
が
記
述
可
能
だ
ろ
う
か
。
ケ
ア
リ
ン
グ
論
者
は
、
ケ
ア
す
る
側
の
能
動

性
や
主
体
性
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
そ
の
逆
、
ケ
ア
さ
れ

る
側
は
ケ
ア
リ
ン
グ
論
で
は「
ケ
ア
ドcared

」と
概
念
化
す
べ
き
な
の
だ
ろ

う
か
。

こ
こ
で
ケ
ア
リ
ン
グ
論
者
が
も
っ
て
く
る
の
は
、
ケ
ア
す
る
者
が
ケ
ア
さ

れ
る
者
に
ケ
ア
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ケ
ア
リ
ン
グ
の「
相
互
性m

utual car-
ing

」で
あ
る
。
だ
が
、
次
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、
実
際
の
ケ
ア
関
係
に
は
圧

倒
的
な
非
対
称
性
が
あ
り
、
互
酬
的
で
も
等
価
で
も
な
い
。
ケ
ア
リ
ン
グ
の

念
と
し
て
の
ケ
ア
の
対
極
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
歴
史
的・社
会
的・文
化

的
な
文
脈
の
も
と
で
、
ケ
ア
が
い
か
に
配
置
さ
れ
、
遂
行
さ
れ
る
か
、
と
い

う
経
験
的
な
問
い
な
の
だ
が
、
哲
学
者
も
倫
理
学
者
も
そ
れ
に
答
え
よ
う
と

は
し
な
い
。
そ
れ
は
彼
ら
の
属
す
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の「
本
質
」な
の
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も「
限
界
」な
の
だ
ろ
う
か9

❖

。

以
上
に
加
え
て
、
本
書
が「
ケ
ア
リ
ン
グ
」と
い
う
概
念
を
採
用
し
な
い
理

由
を
こ
こ
で
述
べ
て
お
こ
う
。

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ケ
ア
の
規
範
科
学
に
は
、
主
と
し
て

（
1
）ケ
ア
を
ケ
ア
す
る
側
か
ら
論
じ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、（
2
）そ
し
て

ケ
ア
の
相
互
性m

utuality

を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
し

た
。
と
り
わ
け「
ケ
ア
リ
ン
グ
」と
い
う
概
念
を
選
好
す
る
論
者
が
、
教
育
学

（ 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
）や
看
護
学（ 

ク
ー
ゼ
）の
分
野
に
多
い
こ
と
は
、
ケ
ア
リ
ン
グ
が

教
え
る
、
育
て
る
、
看
る
と
い
う
行
為
に
親
和
的
で
あ
り
、
形
容
詞
と
し
て

の「
ケ
ア
リ
ン
グ（
配
慮
の
あ
る
、
世
話
好
き
の
、
気
の
付
く
、
細
や
か
な
）」が
教
師
や
看

護
師
な
ど
総
じ
て「
母
性
的
」な
職
業
に
対
応
す
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
だ
が

不
思
議
な
こ
と
に
、 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
と
同
じ
よ
う
に「
教
え
る
」「
育
て
る
」こ

と
を
ケ
ア
の
核
心
と
見
な
す 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の「
父
性
的
」な
ケ
ア
論
は
、
ケ
ア

リ
ン
グ
と
い
う
概
念
を
使
わ
な
い
し
、
同
じ
く
医
療
者
で
あ
っ
て
も
、
看
護

学
が
ケ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
概
念
を
選
好
す
る
よ
う
に
は
、
医
師
に
は「
ケ
ア

リ
ン
グ
な
医
師
」と
い
う
形
容
辞
は
め
っ
た
に
用
い
ら
れ
な
い
。「
ケ
ア
リ
ン

ケ
ア
リ
ン
グ
を
め
ぐ
っ
て

7
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皮
肉
な
こ
と
に
ケ
ア
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性（
と
そ
れ
に
加
え
て
階
級
性
と
）に
自
覚

的
で
あ
っ
た
の
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

政
治
哲
学
者
の 

岡
野
八
代
は
指
摘
す
る
。 

岡
野
の
紹
介
す
る
ハ
ン
ナ・ ア
ー

レ
ン
ト
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
ケ
ア
観
に
触
れ
て
、「
肉
体
に
よ
っ
て
生
命
の

欲
求
に
奉
仕
す
る
」労
働
者
と
し
て
、「
女
と
奴
隷
は
、
と
も
に
同
じ
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
属
し
」て
い
た﹇ Arendt 1958=1994; 

岡
野2010: 40

﹈と
指
摘
す
る
。 

岡
野

は
さ
ら
に
ジ
ョ
ア
ン・ 

ト
ロ
ン
ト﹇ Tronto 1996

﹈に
言
及
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が「
奴
隷
労
働
と
ケ
ア
労
働
」と
を
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
ケ

ア
は「
低
俗
な
」労
働
で
あ
り
、
分
別
あ
る
市
民
が
お
こ
な
う
も
の
で
は
な
い

﹇ 

岡
野2010: 41

﹈。
む
し
ろ
政
治
的
市
民
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ア
労
働
の
負

担
か
ら
免
れ
て
―
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
肉
体
的
労
働
を
女
と
奴
隷
と
に
押

し
つ
け
て
―
よ
り
高
尚
な
公
的
生
活
や
精
神
生
活
に
参
加
す
る
者
を
言
う
。

哲
学（
倫
理
学
も
そ
の
一
分
野
で
あ
る
）の
系
譜
に
属
す
る
ケ
ア
論
の
論
者
が
、
つ

ね
に
典
拠
と
す
る
西
洋
哲
学
の
源
流
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
あ
た
か
も
忘

れ
た
か
の
よ
う
に
、
ケ
ア
を
称
揚
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ギ
リ
シ
ャ
哲

学
が
ケ
ア
を
、
劣
っ
た
者
の
劣
っ
た
労
働（
苦
役labor

）と
見
な
し
て
い
た
こ

と
は
、
第
一
に
、
な
ぜ 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
が
ケ
ア
を
こ
と
さ
ら
に「
父
性
的
」で

「
精
神
的
な
」も
の
と
見
な
し
た
が
っ
て
い
た
か
を
説
明
す
る
。
ま
た
第
二
に
、

相
互
性
を
強
調
す
る
立
場
は
、（
1
）ケ
ア
の
こ
の
非
対
称
性
を
覆
い
隠
し
、

（
2
）そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ケ
ア
と
い
う
行
為
を
無
条
件
に「
よ
き
も
の
」と
し

て
構
築
し
、（
3
）ケ
ア
す
る
側
に
と
っ
て
も
ケ
ア
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
も
ケ

ア
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
行
為
で
あ
り
う
る
可
能
性
を
隠
蔽
す
る
効
果
が
あ
る
。

以
上
が
、
本
書
が
ケ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
概
念
を
採
用
し
な
い
理
由
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
ケ
ア
を
鍵
概
念
と
す
る
哲
学・倫
理
学・教
育
学
の
規
範
的
な

ケ
ア
論
を
、
批
判
的
に
概
観
し
て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
で
哲
学
的・倫
理
学

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
網
羅
し
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
見
落
と
し
も
あ
る
だ
ろ

う
。
わ
た
し
の
疑
問
は
、
規
範
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
哲
学
的・倫

理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
論
理
必
然
的
に（
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
内
在
的
に
）ケ
ア
の
社

会
的
性
格
、
と
り
わ
け
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
を
、
無
視
し
隠
蔽
す
る
効
果
を

持
つ
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
他
方
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
倫
理
学﹇ 

金
井2005;  

杉

本
喜
代
栄2000; 

内
藤2000

﹈や
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
哲
学
批
判
も
な
い
わ
け
で
は

な
い
の
だ
か
ら
、
規
範
科
学
が
必
然
的
に
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
で
あ
る
と
は
判

定
で
き
な
い
。
む
し
ろ
本
章
で
言
及
し
た
論
者
は
、
そ
の
な
か
で
も
、
主
と

し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
ケ
ア
と
い
う
問
題
系
に
敏
感
に

反
応
し
た
、
良
質
な
部
分
と
す
ら
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で

も
な
お
、
あ
る
い
は
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
に
よ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
成

果
の
領
有
と
、
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の
政
治
を
見
逃
す
わ
け
に
い
か
な
い
の
で

あ
る
。

ケ
ア
の
文
脈
化

8

❖
9 

お
そ
ら
く
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
、
し
た
が
っ
て
守
備
範
囲
が
違
う
、
と
い
う
答
が
返
っ
て
く

る
だ
ろ
う
が
、「
本
質
的
な
問
い
」と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
社
会
的
条
件
の
も
と
で
成
り
立
つ
か

を
考
え
れ
ば
、
彼
ら
の
探
求
そ
れ
自
体
が
文
脈
依
存
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
し
そ

う
で
な
け
れ
ば
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
そ
れ
自
体
の
保
守
性
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
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に
必
要
な
の
も
、
こ
の
よ
う
な
態
度
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
組
織
論
の
研
究
者

で
あ
る 

チ
ャ
ン
ブ
リ
ス
が
看
護
労
働
を
権
力
関
係
の
文
脈
に
お
い
て
理
解
し

た
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
変
数
は
権
力
を
め
ぐ
る
変
数
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

“D
on’t preach!”

（
お
説
教
は
た
く
さ
ん
）。
ケ
ア
の
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に

対
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
応
答
は
、
く
り
か
え
す
が 

デ
イ
リ
ー
ら
の
こ
の
一

語
に
尽
き
る
。
ケ
ア
の
社
会
学
と
は
、
こ
の
ケ
ア
と
い
う
行
為
の
文
脈
化
こ

そ
を
意
味
す
る
。

社
会
学
に
も
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
記
述
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
両
方
が
あ
る
。

社
会
学
が
経
験
科
学
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
価
値
判
断
抜
き
の
記
述
的
ア
プ

ロ
ー
チ
だ
け
に
徹
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
記
述
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
も
と
で「
何
を
い
か
に
記
述
す
る
か
」の
問
い
そ
の
も
の
に
、
規
範
的
な
判

断
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
経
験
科
学
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
と
え
ば「
要
介
護
高
齢
者
」と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
、「
介
護
を
要
す
る

（
介
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
な
が
ら
、
適
切
な
介
護
を
受
け
て
い
な
い
可
能
性
の
あ
る
）高
齢
者
」

と
い
う
規
範
的
な
判
断
を
含
ん
で
い
る
。
高
齢
者
に
と
っ
て
の「
あ
る
べ
き

状
態
」「
の
ぞ
ま
し
い
状
態
」が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も「
要
介

護
状
態
」の
判
定
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。

ケ
ア
の
社
会
学
は
、
ケ
ア
と
い
う
行
為
の
文
脈
化
を
図
る
、
と
前
節
で
述

べ
た
。
そ
れ
は
哲
学
や
倫
理
学
な
ど
規
範
科
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
違
い
、

ケ
ア
の
人
権
ア
プ
ロ
ー
チ

9

哲
学
の
ケ
ア
論
が
忘
れ
た
が
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の「
古
典
」に
わ
ざ
わ
ざ
注
意

を
喚
起
す
る
の
が
、 

ア
ー
レ
ン
ト
や 

ト
ロ
ン
ト
、
さ
ら
に
は 

岡
野
の
よ
う
な

女
性
の
論
者
ば
か
り
で
あ
る
か
を
も
、
説
明
す
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
ケ

ア
が
た
と
え「
よ
き
も
の
」「
必
要
な
も
の
」で
あ
っ
て
も
、
高
貴
な
者
に
と
っ

て
で
き
れ
ば
避
け
た
い
苦
役
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
し
て
お
い
て
よ
い
。

哲
学
者
や
倫
理
学
者
と
違
っ
て
、
社
会
学
者
の
ケ
ア
論
は
、
た
と
え
倫

理
を
論
じ
る
場
合
に
も
、
も
っ
と
経
験
的
で
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
。
ケ

ア
の
倫
理
を
論
じ
た
社
会
学
者
の
研
究
に
は
、
ダ
ニ
エ
ル・ チ
ャ
ン
ブ
リ
ス

の『
ケ
ア
の
向
こ
う
側
』﹇ C

ham
bliss 1996=2002

﹈が
あ
る
。
組
織
論
の
研
究
者

で
あ
る 

チ
ャ
ン
ブ
リ
ス
は
、
詳
細
な
観
察
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
も
と
づ

い
て
、
看
護
職
の
倫
理
的
デ
ィ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
彼
の
結
論
は

明
快
で
あ
る
。
倫
理
を
問
う
た
め
に
は
、
選
択
の
自
発
性
と
そ
れ
に
と
も
な

う
責
任
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
多
く
の
看
護
職
が
置
か
れ
て
い
る
状
況

は
、
医
師
と
の
権
力
的
関
係
に
お
け
る
従
属
的
な
も
の
で
あ
る
。
看
護
職
が

「
自
律
的
決
定
者
」で
あ
る
と
い
う
想
定
が
非
現
実
的
で
あ
れ
ば
、
看
護
職
に

「
倫
理
」を
問
う
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
る
。
そ
し
て 

チ
ャ
ン
ブ
リ
ス
は
、
こ

の
状
況
が
多
く
の
女
性（
職
）に
共
通
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
を
忘
れ
な

い
。
ケ
ア
の
与
え
手
に
共
通
す
る
の
も
、
同
じ
状
況
で
あ
る
。
ケ
ア
が
強
制

労
働
で
あ
る
よ
う
な
現
実
の
な
か
で
、
倫
理
を
問
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る

だ
ろ
う
か
。
彼
が
こ
の
よ
う
な
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
彼
が

「
ケ
ア
が
何
で
あ
る
べ
き
か
」で
は
な
く
、「
ケ
ア
が
実
際
に
何
で
あ
る
か
」を
、

経
験
的
観
察
に
も
と
づ
い
て
、
研
究
し
た
結
果
で
あ
る
。「
ケ
ア
の
社
会
学
」
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ケ
ア
の
人
権
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
あ
る
が
歴
史
性

を
持
っ
て
い
る
。
ケ
ア
の
権
利
の
歴
史
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
普
遍
主
義

的
な
規
範
を
前
提
に
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
次

の
ふ
た
つ
の
効
果
を
持
つ
。

第
一
に
、
そ
れ
は
ケ
ア
を
脱
自
然
化
す
る
効
果
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
ケ
ア

が「
自
然
な
関
係
」で
も「
母
性
的
本
能
」で
も
な
く
、
社
会
的
権
利
と
し
て
立

て
ら
れ
る
べ
き
構
築
物
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は

一
定
の
社
会
的
条
件
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
ケ
ア
の
社
会
的
再
配
置
に
つ
い

て
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
働
き
を
す
る11

❖

。

さ
て
、
ま
え
お
き
が
長
く
な
っ
た
が
、 

デ
イ
リ
ー
ら
の
ケ
ア
へ
の
人
権
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
ケ
ア
の
権
利
を
以
下
の
三
つ
の
権
利
の
集
合
か
ら
成
る
と
す
る
。

（
1
） ケ
ア
す
る
権
利

（
2
） ケ
ア
さ
れ
る
権
利

（
3
） ケ
ア
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利

 
デ
イ
リ
ー
ら
は
ケ
ア
の
権
利
を
、
ま
ず「
ケ
ア
す
る
権
利
」と「
ケ
ア
さ
れ

ケ
ア
が
そ
れ
自
体
と
し
て「
よ
き
も
の
」で
あ
る
と
見
な
す
代
わ
り
に
、
ど
の

よ
う
な
文
脈
の
も
と
で
あ
れ
ば
ケ
ア
は「
よ
き
も
の
」や「
の
ぞ
ま
し
い
人
間

関
係
」と
な
り
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
も
と
で
あ
れ
ば「
抑
圧
」や「
強
制
」と

な
る
か
、
を
腑
分
け
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

ケ
ア
の
社
会
学
に
と
っ
て
前
提
と
な
る
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
本
書

が
提
唱
す
る
の
は
、（
1
）ケ
ア
の
人
権
ア
プ
ロ
ー
チ
と（
2
）当
事
者
主
権
の

ふ
た
つ
で
あ
る
。
こ
の
両
者
が
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
か
つ
経

験
的
な
場
面
で
実
践
的
な
効
果
を
持
つ
こ
と
を
、
以
下
に
説
明
し
て
い
こ
う
。

1
章
で
ケ
ア
の
定
義
を 

デ
イ
リ
ー
ら
に
依
拠
す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
彼

女
た
ち
は
同
時
に「
ケ
ア
の
人
権
ア
プ
ロ
ー
チhum

an right approach to 
care

」を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
の
モ
デ
ル
が（
1
）ケ
ア
の
相
互
行
為
性
と（
2
）

ケ
ア
の
両
義
性
と
の
双
方
を
よ
く
説
明
で
き
る
と
判
断
す
る
ゆ
え
に
、 

デ
イ

リ
ー
ら
の
モ
デ
ル
を
一
部
修
正
し
て
、
修
正
上
野
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
し

た
い
。

「
人
権hum

an rights

」と
は
、
文
字
通
り
複
数
形
の「
市
民
的
諸
権
利
の

集
合a set of civil rights

」を
指
す
。
そ
し
て
こ
の「
諸
権
利
の
集
合
」の
範

囲
は
、
歴
史
と
社
会
の
文
脈
に
よ
っ
て
変
動
す
る10

❖

。
歴
史
的
に
は「
生
命
と

財
産
を
守
る
」基
本
的
人
権
に
加
え
て
、「
肖
像
権
」や「
日
照
権
」な
ど
多
様

な
権
利
が「
社
会
権
」と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
わ
た
し
は「
人
権
」の
歴
史

超
越
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
な
い
。「
ケ
ア
の
権
利
」と
は
、
特
定
の
歴
史

的
文
脈
の
も
と
で
登
場
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
特
定
の
社
会
的
条
件
の
も

と
で
は
じ
め
て
権
利
と
し
て
成
り
立
つ
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

❖
10 
人
権
と
市
民
権
の
関
係
、
お
よ
び
そ
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
、
上
野﹇2003b

﹈を
参
照
。

❖
11  

吉
田
民
人
の
科
学
論﹇ 

吉
田2010

﹈の
用
語
法
を
採
用
す
れ
ば
、
認
知
科
学
、
評
価
科
学
に

対
し
て
、
設
計
科
学
の
役
割
を
果
た
す
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
の
基
準
と
は「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
公
正
」

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
と
は
、「
設
計
科
学
」と
し
て
の
意
義
を
つ
よ
く
持
っ
て

い
る
。
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は
、
こ
の
四
元
モ
デ
ル
に
き
わ
め
て
適
合
的
で
あ
る
。

以
上
を
論
理
的
に
図
示
す
れ
ば
、
以
下
の
四
元
モ
デ
ル
が
成
立
す
る【
図
1
】。

再
論
す
る
が
、 

デ
イ
リ
ー
ら
が
三
つ
の
権
利
の
集
合
と
し
た
ケ
ア
の
人
権

は
、
修
正
上
野
モ
デ
ル
で
は
以
下
の
四
つ
の
権
利
の
集
合
と
見
な
さ
れ
る
。

ケ
ア
の
人
権　

hum
an rights to care

（
1
）ケ
ア
す
る
権
利　

a right to care

（
2
）ケ
ア
さ
れ
る
権
利　

a right to be cared

（
3
）ケ
ア
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利

 

　
　

a  right not to be forced to care

（
4
）ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利

 

　
　

a  right not to be forced to be cared

上
述
の
ケ
ア
の
四
つ
の
権
利
の
う
ち
、
歴
史
的
に
最
初
に
登
場
し
た
の
は

「
ケ
ア
す
る
権
利
」で
あ
る13

❖

。
そ
れ
は
自
分
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
他
者（
子

ど
も
を
含
む
）を
自
分
の
手
で
ケ
ア
す
る
権
利
を
さ
す
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
階
級
と
人
種
の
変
数
に
よ
っ
て
、
多
く
の
男
女
が「
ケ
ア
す

る
権
利
」を
奪
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
家
族
史
研
究
で
は「
母
性
」が
歴

史
的
産
物
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
常
識
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
登
場
し

た
と
き
か
ら
母
性
は
同
時
に
抑
圧
的
で
も
解
放
的
で
も
あ
っ
た
。
自
分
の
子

ど
も
を
自
分
で
育
て
る
権
利
は
、
中
産
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
そ

れ
は
上
流
階
級
に
も
下
流
階
級
に
も
奪
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
中

る
権
利
」と
に
分
解
す
る
。
ケ
ア
を
ケ
ア
の
与
え
手
と
受
け
手
の
相
互
行
為

と
し
て
定
義
す
る
彼
女
た
ち
の
立
場
か
ら
は
、
複
数
の
関
与
者
を
想
定
す
る

こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
納
得
で
き
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
彼
女
た
ち
は「
ケ
ア
を

強
制
さ
れ
な
い
権
利
」を
付
け
加
え
る
。
だ
が
、
強
制
性
の
有
無
を
基
準
に

「
積
極
的
な
ケ
ア
」と「
消
極
的
な
ケ
ア
」と
を
対
比
さ
せ
る
な
ら
ば
、「
ケ
ア

す
る
側
」に
対
し
て
だ
け
で
な
く「
ケ
ア
さ
れ
る
側
」に
も「
ケ
ア
さ
れ
る
こ
と

を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
」を
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
論
理
的
に
は
一
貫
性
と
網

羅
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る12

❖

。
し
た
が
っ
て
次
の
権
利
を
付
け
加
え
る
。

（
4
） ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利

以
下
の
ケ
ア
の
人
権
ア
プ
ロ
ー
チ
の
四
元
モ
デ
ル
は
、 
デ
イ
リ
ー
ら
が
直

観
的
に
示
し
た「
ケ
ア
の
人
権
」を
論
理
的
に
分
解
し
て
得
ら
れ
た
修
正
モ
デ

ル
で
あ
る
。
ま
ず
X
軸
上
に
ケ
ア
の
受
け
手
と
与
え
手
を
そ
れ
ぞ
れ
配
置
す

る
。
な
ぜ
な
ら
1
章
で
定
義
し
た
よ
う
に
、
ケ
ア
と
は
複
数
の
関
与
者
の
あ

い
だ
の「
相
互
行
為
」だ
か
ら
で
あ
る
。
Y
軸
上
に
ケ
ア
の
自
己
決
定
性
の
両

極
、
す
な
わ
ち
積
極
性
と
消
極
性
、
能
動
性
と
受
動
性
と
を
置
く
の
は
、
ケ

ア
の
両
義
性
、「
よ
き
も
の
」で
も
あ
り「
避
け
た
い
も
の
」で
も
あ
る
ケ
ア
の

両
面
を
相
対
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
選
択
で
き
る
ケ
ア
は「
の
ぞ
ま
し
い
」も

の
で
あ
る
が
、
選
択
で
き
な
い
ケ
ア
は「
抑
圧
」や「
強
制
」と
な
る
。
ケ
ア
の

こ
の
両
義
性
に
は
つ
ね
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
能
力
を

資
源
配
分
に
加
え
て
機
会
集
合
で
測
定
す
る
ア
マ
ル
テ
ィ
ア・ セ
ン
の
定
義
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明
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
強
制
労
働
は
収
容
所
に
ば
か
り
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

出
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
家
族
も
ま
た
ひ
と
つ
の
強
制
収
容
所
で
あ
り
う

る
。
強
制
収
容
所
同
様
、
家
族
の
な
か
に
も
虐
待
や
強
制
労
働
が
あ
る
こ
と

は
、
歴
史
的
に
も
証
明
さ
れ
て
き
た14

❖

。

こ
れ
に
対
し
て「
ケ
ア
さ
れ
る
権
利
」は
、
歴
史
的
に
は
遅
れ
て
登
場
し
た

も
の
で
あ
る
。
高
齢
者
や
障
害
者
は
無
視
や
遺
棄
と
い
う
ほ
か
な
い
状
況
で

長
い
間
生
き
て
き
た
し
、
子
ど
も
も
こ
の
権
利
を
行
使
し
て
き
た
と
は
い
い

が
た
い
。
ケ
ア
さ
れ
る
権
利
は
、
子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
の
社
会

的
弱
者
の
権
利
だ
か
ら
、
国
家
や
共
同
体
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
福
祉w

ell-
being

に
責
任
を
持
つ
と
い
う
福
祉
国
家（
も
し
く
は
福
祉
社
会
）と
そ
の
も
と
で

の
社
会
権
の
理
念
が
登
場
し
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
い
。「
国
連
子
ど
も
の
権

利
条
約
」が
他
の
人
権
条
約
に
遅
れ
て
登
場
し
た
の
も
、「
子
ど
も
の
権
利
」

と
い
う
概
念
自
体
の
成
立
が
遅
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

他
方
で
、「
ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
」に
は
、
や
や
説
明

が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
四
番
目
の
権
利
を
概
念
化
す
る
こ
と
に
失
敗

し
て
い
る
点
で
、
デ
イ
リ
ー
ら
は
以
下
の
ふ
た
つ
の
批
判
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

産
階
級
の
既
婚
女
性
は「
専
業
母
親
」と
な
る
こ
と
で
、
労
働
市
場
か
ら
の
排

除
を
経
験
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
た
母
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
母
性
を
自

然
化
し
た
が
、
そ
の
お
か
げ
で
母
性
は
女
親
に
抑
圧
的
に
働
く
一
方
、
親
権

訴
訟
の
場
合
に
は
女
親
に
圧
倒
的
に
有
利
に
作
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ケ
ア
す
る
権
利
は
、
そ
の
裏
面
に「
ケ
ア
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権

利
」を
持
つ
こ
と
で
、
自
発
性
と
選
択
性
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

「
ケ
ア
す
る
性
」の
自
然
化
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
の

自
然
性
の
も
と
に
選
択
の
余
地
の
な
い
強
制
性
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
観

点
か
ら
見
れ
ば
、
多
く
の
家
族
介
護
が「
強
制
労
働forced labor

」で
あ
る
、

と
デ
イ
リ
ー
ら
は
喝
破
す
る
。
現
実
の
ケ
ア
が
し
ば
し
ば「
強
制
労
働
」だ
と

す
る
デ
イ
リ
ー
ら
の
指
摘
は
、
多
く
の
人
々
の
実
感（
た
と
え
ば
嫁
の
介
護
）を
説

図1　ケアの人権アプローチの四元モデル

ケアの自己決定性
（積極的）

ケ
ア
の
受
け
手

ケ
ア
の
与
え
手

ケアの自己決定性
（受動的）

12

4 3

❖
12 

以
上
の
指
摘
に
も
と
づ
い
た
デ
イ
リ
ー
修
正
上
野
モ
デ
ル
の
成
立
に
は
、
二
〇
〇
四
年
度

後
期
の
東
京
大
学
文
学
部
社
会
学
特
殊
講
義「
ケ
ア
の
社
会
学
」を
受
講
し
た
大
学
院
生
、
荒
井
歩

の
示
唆
が
与
っ
て
い
る
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

❖
13 

事
実
、
エ
イ
ベ
ル
の「
ケ
ア
の
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」﹇Abel 2000

﹈は
、「
ケ
ア
の
権

利
」の
歴
史
か
ら
説
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
。

❖
14 

心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
信
田
さ
よ
子
に
は『
家
族
収
容
所
』﹇2003

﹈と
題
す
る
著
書
が
あ
る
。

そ
こ
か
ら
逃
れ
る
選
択
肢
の
な
い
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
家
族
は
強
制
収
容
所
と
な
り
う
る
。
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い
権
利
と
表
裏
で
結
び
つ
く
こ
と
で
、
ケ
ア
の
受
け
手
の
自
己
決
定
権
を
保

証
す
る
。
そ
の
点
で
は
、
措
置
の
よ
う
に
、
公
的
機
関
が
利
用
者
の
意
向
に

か
か
わ
ら
ず
ケ
ア
の
内
容
を
専
断
的
に
決
定
す
る
行
政
や
専
門
家
の
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
は
、
こ
の「
ケ
ア
さ
れ
る
権
利
／
ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な

い
権
利
」の
侵
害
で
あ
る
と
言
え
る15

❖

。

も
ち
ろ
ん
多
く
の
人
権
と
同
じ
く
、
多
く
の
場
合
、「
ケ
ア
の
権
利
」も
侵

害
さ
れ
て
い
る
し
、
一
定
の
社
会
的
条
件
が
な
け
れ
ば
行
使
す
る
こ
と
は
難

し
い
。 

デ
イ
リ
ー
ら
と
同
じ
く
、
わ
た
し
も
以
上
の
ケ
ア
の
権
利
が
充
足
さ

れ
る
度
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
が「
よ
き
社
会
」で
あ
る
、
と
い
う
規
範
的
立
場

を
共
有
す
る
が
、
権
利
を
主
張
す
る
だ
け
な
ら
本
書
は
規
範
的
主
張
に
と
ど

ま
る
し
、
た
ん
な
る
理
想
主
義
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
本
書
が
設
計
科
学
で
あ

る
た
め
に
は
、
そ
れ
が「
可
能
な
条
件feasibility

」を
探
求
す
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
し
て
福
祉
国
家（
社
会
）論
と
は
、
そ
れ
を
主
題
と
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
。

そ
れ
で
は
以
上
の
四
つ
の「
ケ
ア
の
権
利
」が
保
証
さ
れ
る
た
め
の
社
会
的

条
件
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
順
に
論
じ
て
い
こ
う
。

ケ
ア
す
る
権
利
が
自
己
決
定
性
を
と
も
な
う
た
め
に
は
、
ケ
ア
を
選
択
す

る
こ
と
で
社
会
的
な
損
失
を
受
け
な
い
こ
と
が
担
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
ケ
ア
の
与
え
手
が
、
ケ
ア
す
る
こ
と
を
選
ん
で
も
選
ば
な
く
て
も
、

そ
の
ど
ち
ら
の
選
択
を
し
て
も
ソ
ン
も
ト
ク
も
し
な
い
、「
選
択
に
中
立
的

な
」制
度
的
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
子
ど
も
や
高
齢
者
を
自

分
で
ケ
ア
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
当
事
者
は
、
そ
の
代
わ
り
に
経
済
的
自
立
を

第
一
は
、「
ケ
ア
」の
概
念
を
相
互
行
為
と
定
義
し
な
が
ら
そ
の
実「
ケ
ア
す

る
側
」に
帰
属
す
る
行
為
と
解
す
る
偏
向
が
あ
る
こ
と
、
第
二
は
、
ケ
ア
を

ケ
ア
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
無
条
件
に「
よ
き
こ
と
」と
解
す
る
傾
向
で
あ
る
。

こ
の「
ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
」に
、「
不
適
切
な
」と
か

「
の
ぞ
ま
な
い
」と
い
う
形
容
詞
を
加
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
権
利
の
重
要
性
が

理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。「
不
適
切
な
ケ
ア
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
」は
、
社
会

的
弱
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
権
利
で
あ
る
。
し
つ
け
の
名
に
お
け
る

子
ど
も
の
虐
待
や
、
保
護
の
名
に
お
け
る
高
齢
者
の
拘
束
が
日
常
化
し
て
い

る
状
況
の
も
と
で
は
、「（
不
適
切
な
）ケ
ア
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
」は
、「
ケ

ア
さ
れ
る
権
利
」と
な
ら
ん
で
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ケ
ア
そ
れ
自
体
の
持
つ
暴
力
性
や
抑
圧
性
に
も
注

意
深
く
あ
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ケ
ア
す
る
相
手
へ
の
無
限
定
な
受
容

や
共
感
を
強
調
す
る 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
対
し
て
、 

品
川
が
以
下
の
よ
う
に
指

摘
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。「 

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
で
は
い
っ
そ
う
自
他
の
一

体
化
が
強
調
さ
れ
、
裏
返
し
て
い
え
ば
、
ケ
ア
を
通
じ
て
相
手
を
併
吞
し
て

し
ま
う
ケ
ア
の
暴
力
性
に
鈍
感
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
」﹇ 

品
川2007: 176
﹈。

ケ
ア
は
そ
れ
自
体
で
つ
ね
に「
よ
き
も
の
」で
は
な
い
。
過
度
の
ケ
ア
、
不

適
切
な
ケ
ア
、
ケ
ア
さ
れ
る
者
が
の
ぞ
ま
な
い
ケ
ア
は
、
抑
圧
や
強
制
と
な

る
。
こ
の
ケ
ア
の
両
義
性
を
論
理
的
に
析
出
し
て
お
く
モ
デ
ル
を
構
築
す
る

こ
と
の
重
要
性
は
、
あ
と
で
論
じ
る
当
事
者
主
権
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。

ケ
ア
す
る
権
利
が
ケ
ア
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
と
表
裏
で
結
び

つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
ア
さ
れ
る
権
利
は
ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
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な「
介
護
の
社
会
化
」の
目
的
は
、
こ
の
代
替
選
択
肢
の
供
給
を
可
能
に
す
る

こ
と
に
あ
る
。
介
護
保
険
法
策
定
の
過
程
で
、
家
族
介
護
者
へ
の
現
金
給
付

が
議
論
の
対
象
に
な
っ
た
が
、
以
上
の
議
論
に
沿
え
ば
、
こ
の
現
金
給
付

は
、（
1
）第
三
者
に
よ
る
代
替
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
可
能
な
選
択
肢
と
し
て
十

分
に
存
在
し
て
お
り
、（
2
）そ
の
う
え
で
代
替
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
選
択
せ

ず
、
自
ら
介
護
を
に
な
う
こ
と
を
選
ん
だ
家
族
介
護
者
が
、
介
護
を
選
択
し

な
い
で
就
労
を
継
続
し
た
場
合
と
同
等
の
所
得
保
障
の
水
準
に
達
す
る
だ
け

の
金
額
が
得
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る16

❖

。

ケ
ア
の
受
け
手
は
ど
う
だ
ろ
う
か
?
　
ケ
ア
さ
れ
る
権
利
／
ケ
ア
さ
れ
る

こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
は
、
ケ
ア
す
る
権
利
／
ケ
ア
す
る
こ
と
を
強
制

さ
れ
な
い
権
利
以
上
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

い
う
の
も
、
ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ
れ
る
側
と
の
あ
い
だ
に
は
、
決
定
的
な

非
対
称
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ケ
ア
す
る
側
が
ケ
ア
関
係
か
ら

退
出
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
つ
ね
に
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ケ
ア
さ
れ
る

ニ
ー
ズ
を
持
っ
て
い
る
ケ
ア
の
受
け
手
は
、
こ
の
関
係
か
ら
退
出
す
る
こ
と

が
で
き
な
い（
退
出
す
る
こ
と
は
生
命
の
危
険
を
意
味
す
る
）か
ら
で
あ
る
。

ケ
ア
が
複
数
の
ア
ク
タ
ー
を
含
む
相
互
行
為
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
た
と

失
う
こ
と
で
自
ら
依
存
的
な
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ス
タ
ン
デ
ィ
ン

グ
は
ケ
ア
す
る
権
利
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
、「
ケ
ア
を
与
え
る
こ
と
は

組
織
的
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
」﹇Standing 2001: 19

﹈と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
ケ
ア
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
労
働
の
障
害
と
な
る

こ
と
で
依
存
的
な
存
在
と
な
る
」ば
か
り
で
な
く
、「
社
会
的
地
位
の
低
下
を

招
き
」、
そ
の
う
え「
蔑
視
と
あ
わ
れ
み
の
対
象
と
さ
え
な
る
」﹇Standing 2001: 

17-19

﹈か
ら
で
あ
る
。
デ
イ
リ
ー
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ケ
ア
と
は
、
そ

の
行
為
の
評
価
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
与
え
手
の
社
会
的
評
価
が

い
ち
じ
る
し
く
低
い
、
奇
怪
な
社
会
現
象
な
の
で
あ
る
。

ケ
ア
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
損
失
を
被
る
こ
と
を
、

「
ケ
ア・
ペ
ナ
ル
テ
ィcare penalty

」と
呼
ぶ
。
ケ
ア
は
社
会
的
に
称
揚
さ
れ

る
一
方
で
、
そ
れ
を
選
ん
だ
者
が
あ
た
か
も
社
会
に
よ
っ
て
罰（
ペ
ナ
ル
テ
ィ
）

を
与
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
損
失
を
経
験
す
る
。
日
本

で
は
育
児
に
よ
る
離
職
を
選
ん
だ
女
性
が
生
涯
賃
金
で
失
う
逸
失
利
益
が

一
億
二
〇
〇
〇
万
円
と
試
算
さ
れ
て
い
る﹇
厚
生
省1998

﹈。
こ
れ
が「
ペ
ナ
ル

テ
ィ
」で
な
く
て
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
ケ
ア
す
る

権
利
の
行
使
を
選
ん
だ
者
に
対
し
て
所
得
保
障
や
就
業
保
障
が
と
も
な
う
必

要
が
あ
る
。

他
方
で
、
ケ
ア
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
は
、
ケ
ア
を
選
択
し
な

い
場
合
の
代
替
選
択
肢（
第
三
者
に
よ
る
ケ
ア
の
供
給
や
、
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
商
品
の
購
入
な

ど
の
可
能
性
）が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
に
依
存
し
て
い
る
。
代
替
性
が
な
け
れ
ば

こ
の
権
利
は
な
き
に
等
し
く
、
ケ
ア
は
強
制
に
転
じ
る
。
介
護
保
険
の
よ
う

❖
15 
わ
た
し
は
中
西
正
司
と
共
著
で『
当
事
者
主
権
』﹇
中
西・上
野2003

﹈を
著
し
た
が
、
社
会
的

弱
者
の
自
己
決
定
権
の
主
張
と
い
う
べ
き「
当
事
者
主
権
」と
は
、
社
会
権
と
し
て
の「
ケ
ア
の
権

利
」の
一
部
で
あ
る
と
、
今
で
は
言
い
う
る
だ
ろ
う
。

❖
16 

こ
の
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
議
論
を
し
て
い
る
の
は
森
川
美
絵﹇2004

﹈で
あ
る
。
ケ
ア
の
選
択

性
と
強
制
性
に
つ
い
て
は
後
論
す
る
。
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と
し
て
働
く
効
果
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

ケ
ア
は
与
え
手
と
受
け
手
の
相
互
行
為
と
は
い
え
、
決
し
て
互
酬
的
で
も

対
等
な
交
換
で
も
な
い
。
互
酬
性
を
持
た
な
い
交
換
は
、
そ
の
与
え
手
と
受

け
手
と
の
あ
い
だ
に
債
権・
債
務
関
係
を
発
生
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
社
会

的
に
は
ケ
ア
の
与
え
手
よ
り
も
受
け
手
の
ほ
う
が
弱
者
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
ケ
ア
さ
れ
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
に
よ
る
権
利
擁
護advocacy

が
不
可
欠
だ
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
代
理・
代
行
に
よ
る
当
事
者
の
意
志
決

定
権
の
侵
害
の
可
能
性
は
残
る
。
そ
の
あ
い
だ
に
対
等
性
を
担
保
す
る
の
が
、

契
約
関
係
で
あ
り
、
金
銭
的
な
報
酬
で
あ
る
。
ケ
ア
の
有
償
性
は
、
ケ
ア
す

る
側
と
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
非
対
称
性
の
緩
和
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
。
が
、

こ
こ
で
も
、
ケ
ア
は
無
償
で
あ
る
こ
と
で
社
会
的
な
価
値
を
高
め
、
有
償
で

あ
る
こ
と
で
価
値
を
低
め
る
と
い
う
奇
妙
な
デ
ィ
レ
ン
マ
に
出
会
う
。
こ
の

よ
う
に
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
成
立
し
た
歴
史
的
な
文
脈
に
お
け
る
、

規
範
的・社
会
的・経
済
的・心
理
的
な
諸
要
素
の
錯
綜
を
と
き
ほ
ぐ
し
な
が

ら
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ケ
ア
を
相
互
行
為
と
し
て
と
ら
え
る
本
書
の
立
場
は
、
以
上
の
よ
う
に
ケ

ア
の
権
利
を
も
ま
た
、
そ
の
与
え
手
と
受
け
手
の
複
数
性
、
し
か
も
積
極
性

と
消
極
性
の
両
義
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

し
て
も
、
こ
の
ア
ク
タ
ー
間
の
非
対
称
性
を
否
定
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
規
範
的
ケ
ア
論
が
間
違
い
を
冒
す
の
は
、
ケ
ア

の
相
互
性
を
前
提
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
ケ
ア
リ
ン
グ・
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
構

想
者
た
ち
は「
ケ
ア
の
相
互
性m

utual care

」を
強
調
す
る
が
、
実
際
に
は

ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ
れ
る
側
と
は
互
換
性
を
持
た
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば

で
あ
る
。
子
ど
も
や
高
齢
者
、
障
害
者
の
ケ
ア
の
与
え
手
が
、
ケ
ア
の
受
け

手
か
ら「
ケ
ア
さ
れ
返
す
」可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
子
ど
も
に
対
す
る
ケ

ア
は
、
や
が
て
親
が
高
齢
に
な
っ
た
と
き
に
返
っ
て
く
る
と
い
う
時
間
差
の

あ
る「
互
酬
性
」を
世
代
間
関
係
に
想
定
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ

の
互
酬
性
は
不
均
等
な
こ
と
が
多
い
。
ま
し
て
や
こ
の
互
酬
性
の
原
則
で
は
、

育
て
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
も
な
い
嫁
が
夫
の
両
親
を
ケ
ア
す
る
こ
と
は
正
当

化
で
き
な
い
。
こ
の
ケ
ア
の「
相
互
性
」を
言
い
く
る
め
る
理
念
が
、「
他
者

へ
の
ケ
ア
」が「
自
己
へ
の
ケ
ア
」と
同
義
で
あ
る
、
と
い
う
メ
イ
ヤ
ロ
フ
流

の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。「
自
己
へ
の
ケ
ア
」、
す
な
わ
ち
他
者
へ
の
ケ
ア
を

通
じ
て
自
分
自
身
の
生
の
意
味
や
自
己
充
足
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
メ
イ
ヤ
ロ
フ
も
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
も
言
う
が
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
さ
ら
に
、

「
他
者
へ
の
ケ
ア
か
ら
生
の
意
味
に
到
達
す
べ
き
で
あ
る
」と
い
う
規
範
命
題

に
転
化
す
る
。
こ
の
相
互
性
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
た
ん
な
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ

る
う
ち
は
よ
い
が
、
そ
れ
が
ケ
ア
す
る
者
に
と
っ
て
抑
圧
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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本
書
で
採
用
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
、
よ
り
根
源
的
な
規
範
的
理
念
は
、

「
当
事
者
主
権individual autonom

y

」で
あ
る
。
人
権
の
な
か
で
も
も
っ

と
も
基
本
的
な
人
権
は
、
た
ん
に「
生
命
と
財
産
を
守
る
」と
い
う
消
極
的
な

権
利
だ
け
で
は
な
く
、「
自
己
決
定
権
」、
自
分
の
運
命
を
自
分
で
決
定
す

る
自
由
で
あ
る
。
国
民
主
権
と
は
、
集
団
の
自
己
統
治
権
で
あ
り
、
わ
け

て
も「
参
政
権right to vote

」は
、「
諸
権
利
の
な
か
の
権
利the right of 

rights

」と
し
て
第
一
義
に
置
か
れ
る
。
と
い
う
の
も
参
政
権
と
は
自
分
が
属

す
る
集
団
の
運
命
を
自
分
で
決
定
す
る
権
利
の
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

女
性
運
動
は
第
一
義
的
に
参
政
権
を
要
求
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
当
事
者
主
権
」と
は
、 

中
西
正
司
と
わ
た
し
が
共
著『
当
事
者
主
権
』﹇ 

中

西・上
野2003

﹈の
な
か
で
造
語
し
た
も
の
だ
が
、「
主
権
」と
い
う
強
い
用
語
を

当
て
た
の
は
、「
他
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
至
高
の
権
利
」と
い
う

当
事
者
と
は
誰
か

1

含
意
か
ら
来
て
い
る
。
人
権
の
拡
張
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た「
ケ
ア
の
権
利
」は
、

こ
の
当
事
者
主
権
に
も
と
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

ケ
ア
の
権
利
の
積
極
的
／
消
極
的
の
軸
は
、
ケ
ア
す
る
こ
と
／
ケ
ア
さ
れ
る

こ
と
の
自
己
決
定
権
の
有
無
に
も
と
づ
い
て
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
当
事
者
主
権
」と
類
似
の
概
念
に
は
、「
当
事
者
主
体
」「
利
用
者
本
位
」

「
消
費
者
主
権
」の
よ
う
な
用
語
が
あ
る
。
社
会
福
祉
学
に
は
従
来
か
ら「
当

事
者
主
体
」の
概
念
が
あ
り
、
そ
れ
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
け
る「
バ

イ
ス
テ
ッ
ク
の
七
原
則
」か
ら
来
て
い
る
。
こ
の
原
則
と
は
、
ケ
ー
ス
ワ
ー

ク
関
係
に
お
い
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
自
分
の
問
題
に
つ
い
て
自
分
で
判
断
し
、

自
分
で
決
定
す
る
自
由
が
あ
る
と
い
う
援
助
関
係
の
原
則
の
ひ
と
つ
で
あ

る﹇ 
秋
元
他
編2003: 164

﹈。Self-determ
ination

と
い
う
英
語
に
対
応
す
る
こ

の「
当
事
者
主
体
」の
自
己
決
定
原
則
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の「
結
果
責
任
」を

と
も
な
う
点
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
人
間
観
、
す
な
わ
ち
自
己
決
定
能
力
を

持
っ
た
主
体
が
自
己
決
定
権
を
行
使
す
る
、
市
民
社
会
の
契
約
の
原
理
と
区

当
事
者
と
は
誰
か

―
―
ニ
ー
ズ
と
当
事
者
主
権

第
3
章
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individual autonom
y

を
暫
定
的
に
当
て
る
こ
と
と
す
る1

❖

。
そ
れ
は
社
会

的
弱
者
の
自
己
統
治
権
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

「
当
事
者
主
権
」は「
当
事
者
」と「
主
権
」と
い
う
ふ
た
つ
の
用
語
に
分
解

で
き
る
。
と
こ
ろ
で「
当
事
者
」と
は
誰
だ
ろ
う
か
?　
「
当
事
者
」は
こ
れ

ま
で
社
会
福
祉
学
の
分
野
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
。
1
章
で
も

ふ
れ
た『
現
代
社
会
福
祉
事
典
』で
は
、「
当
事
者
参
加・
参
画
」「
当
事
者
の

組
織
化
」の
項
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
対
応
す
る
英
語
はpersons w

ith 
disablities

と
な
っ
て
い
る﹇ 

秋
元
他
編2003: 344

﹈。
日
本
語
圏
で
も「
当
事
者
」

は
、
暗
黙
の
う
ち
に「
事
件
や
問
題
の
当
事
者
」と
い
う
よ
う
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
含
意
の
も
と
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。「
当
事
者
」も
ま
た
日
本
語
に
固
有
の

こ
と
ば
で
あ
り
、
英
語
圏
に
翻
訳
し
に
く
い
用
語
で
あ
る
。
対
照
反
訳
す

れ
ば「
当
事
者
」は
、
た
ん
にpersons w

ith disablities

の
み
に
限
定
さ
れ

な
い
拡
が
り
を
持
っ
て
お
り
、
英
語
で
はthe party involved

と
か
、the 

person concerned, the person in question

と
訳
さ
れ
る
。the party 

involved

と
は「
あ
る
状
況
や
問
題
に
巻
き
こ
ま
れ
た
複
数
の
関
係
者
の
う

ち
の
ひ
と
り
」を
指
す
か
ら
、
ケ
ア
の
相
互
行
為
性
を
前
提
と
す
る
本
書
の

立
場
に
と
っ
て
は
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
たthe person con-

cerned

と
は
、「
目
下
の
話
題
や
関
心（
配
慮
）の
対
象
と
な
っ
て
い
る
当
の

人
物
」と
い
う
意
味
だ
か
ら
、
そ
の
人
物
は
配
慮
や
関
心
の
客
体
で
あ
っ
て

主
体
で
な
く
、
つ
ね
に
三
人
称
と
し
て
使
わ
れ
る
。the person in ques-

tion

に
至
っ
て
は
、「
問
題
の
人
物
」と
い
う
意
味
だ
か
ら
、
論
外
で
あ
ろ
う
。

「
話
題
の
主
」と
い
う
含
意
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
三
人
称
と
し
て
の

別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
し
か
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
援
助
論
の
な

か
に
、
対
等
な
契
約
関
係
の
原
理
を
持
ち
こ
ん
だ
の
は
、
被
援
助
者
の
自
己

決
定
能
力
の
尊
重
と
い
う
点
で
評
価
に
値
す
る
が
、
裏
返
せ
ば「
対
等
な
個

人
」の
擬
制
の
も
と
に
、
潜
在
能
力（
後
述
す
る
）の
不
均
等
を
も
覆
い
隠
す
効

果
が
あ
る
。
ま
た「
当
事
者
」に
あ
た
る
用
語
が
、
英
語
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で

あ
る
こ
と
に
も
、
こ
の
用
語
法
の
専
門
家
中
心
主
義
を
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
ワ
ー
カ
ー
‐
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と

い
う
職
業
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
」が
事
後
的
に
登

場
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
こ
の
関
係
の
主
格
は
、
ワ
ー
カ
ー

側
に
あ
る
。
同
様
に「
利
用
者
本
位
」に
は
サ
ー
ビ
ス
供
給
者
側
の
パ
タ
ー
ナ

リ
ズ
ム
が
見
て
と
れ
る
し
、「
消
費
者
主
権
」は
、
生
産
者
や
製
造
業
中
心
の

社
会
で
、
実
は
受
動
的
な
誘
導
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
消
費
者
に
、「
決
定
権
」

が
あ
る
と
す
る
皮
肉
な
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
ほ
ん
ら
い

あ
る
べ
き
権
利
が
尊
重
さ
れ
な
い
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
、「
当
事
者
主
権
」は「
消
費
者
主
権
」か
ら
の
連
想

上
に
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で「
当
事
者
」と
呼
ぶ
人
々
は
、
た
ん
に「
消

費
者
」や「
利
用
者
」で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。

日
本
語
の
造
語
で
あ
る「
当
事
者
主
権
」に
は
、
対
応
す
る
英
語
圏
の
テ

ク
ニ
カ
ル・
タ
ー
ム
が
存
在
し
な
い
。「
自
己
決
定
権
」を
字
義
通
り
訳
し
て

self-determ
inism

と
い
う
訳
語
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
よ

う
に「
自
己
決
定・自
己
責
任
」の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
用
語
と
混
同
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
採
用
を
避
け
た
い
。
当
事
者
主
権
の
訳
語
に
は
、
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存
在
を
指
す
。
こ
の
よ
う
に
英
語
圏
に
ま
ず（
1
）「
当
事
者
」を
一
語
で
表
現

す
る
単
語
が
な
い
ば
か
り
か
、（
2
）「
当
事
者
」と
い
う
日
本
語
の
持
つ
主
格

的
な
位
置
を
示
す
こ
と
が
む
づ
か
し
い
。
当
事
者
に
つ
い
て
は
適
切
な
訳
語

を
探
す
よ
り
、Tojisha
と
日
本
産
の
用
語
と
し
て
世
界
的
に
流
通
す
る
ほ

う
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
提
案
も
あ
る
。

「
当
事
者
主
権
」と
い
う
用
語
を
日
本
で
初
め
て
用
い
た
の
は
、 

立
岩
真
也

﹇1990

﹈で
あ
る
。 

立
岩
は
九
〇
年
代
の
著
作
で
一
度
だ
け
こ
の
用
語
を
使
い
、

そ
の
後
の
著
作
で
そ
れ
以
降
の
展
開
を
し
て
い
な
い
。 

中
西
と
上
野
は
、 

立

岩
と
は
独
立
し
て「
当
事
者
主
権
」と
い
う
用
語
を
思
い
つ
い
た
が
、
そ
の

時
に
は 

立
岩
の
著
作
に
こ
の
用
語
が
既
出
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
。「
利
用
者
中
心
」「
消
費
者
主
権
」と
い
う
よ
う
な
語
か
ら
の
類
推
で
あ
れ

ば
、
複
数
の
人
々
が
独
立
し
て
類
似
の
概
念
を
考
え
つ
く
可
能
性
は
否
定
で

き
な
い
。
と
い
う
点
で
、「
当
事
者
主
権
」と
い
う
概
念
は
、
た
し
か
に
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
あ
る
が
決
し
て
突
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
連
の
障
害
学
研

究
の
動
向2

❖

の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
当
事
者
主
権
」と
い
う
概
念
が
障
害
学
の
分
野
か
ら
生
ま
れ
た
の
は
偶
然

で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
消
費
者
主
権
」同
様
、
援
助
の
対
象
と
な
っ
て

い
な
が
ら
そ
の
実
、
援
助
の
内
容
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権
を
長
き
に
わ

た
っ
て
奪
わ
れ
て
き
た
の
が
障
害
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
障
害
者
に
限
ら

ず
、
女
性
、
高
齢
者
、
患
者
、
子
ど
も
な
ど
の
社
会
的
弱
者
に「
当
事
者
能

力
」が
奪
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
前
提
に
、
そ
れ
ら
の
人
々
の「
自
己
決
定
権
」

を
主
張
す
る
た
め
に
、「
当
事
者
主
権
」と
い
う
用
語
が
つ
く
ら
れ
る
必
要
が

あ
っ
た
。「
当
事
者
主
権
」と
は
何
よ
り
も
社
会
的
弱
者
を
権
利
の
主
体
と
し

て
定
位
す
る
た
め
に
、
必
要
と
さ
れ
た
概
念
な
の
で
あ
る
。

 

中
西・上
野
は
当
事
者
を
、「
問
題
状
況
の
関
与
者
」や「
障
害
や
問
題
を
抱

え
た
個
人
」と
し
て
で
は
な
く
、「
主
権
」の
用
語
に
ふ
さ
わ
し
く「
権
利
の
主

体
」と
し
て
概
念
化
し
た
。
前
著
か
ら
五
年
後
の
上
野・ 中
西
共
編
著『
ニ
ー

ズ
中
心
の
福
祉
社
会
へ
―
当
事
者
主
権
の
次
世
代
福
祉
戦
略3

❖

』﹇2008

﹈で
は
、

「
当
事
者
」と
は「
ニ
ー
ズ
の
帰
属
す
る
主
体
」と
定
義
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

「
当
事
者
」と
は「
自
己
決
定
権
」と
い
う「
権
利
の
主
体
」で
あ
る
点
で
リ
ベ
ラ

ニ
ー
ズ
の
帰
属
す
る
主
体

2

❖
1 

原
ひ
ろ
子
さ
ん
の
示
唆
に
よ
る
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

❖
2 

障
害
学
会
は
二
〇
〇
四
年
に
発
足
。
初
代
会
長
は
視
覚
障
害
者
の
社
会
学
博
士
、 

石
川
准

で
あ
る
。
障
害
学
の
動
向
に
つ
い
て
は 

石
川・ 長
瀬﹇1999

﹈、 

石
川・ 倉
本﹇2002

﹈を
参
照
。

❖
3 

構
成
は
以
下
の
通
り
。

1
章　

当
事
者
と
は
誰
か
? 

 
 

上
野
千
鶴
子

2
章　

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
と
当
事
者
主
権 

 
 

笹
谷
春
美

3
章　

高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
生
成
の
プ
ロ
セ
ス 

 
 

齋
藤
曉
子

4
章　

ニ
ー
ズ
は
な
ぜ
潜
在
化
す
る
か 

 
 

 

春
日
キ
ス
ヨ

5
章　

福
祉
多
元
社
会
に
お
け
る
協
セ
ク
タ
ー
の
役
割  

上
野
千
鶴
子

6
章　

福
祉
事
業
に
お
け
る
非
営
利・協
同
セ
ク
タ
ー
の
実
践 

  

池
田
徹

7
章　
3
つ
の
福
祉
政
府
体
系
と
当
事
者
主
権 

 
 

大
沢
真
理

8
章　

こ
れ
か
ら
の
社
会
保
障
政
策
と
障
害
福
祉 

 
 

広
井
良
典

9
章　

楽
観
し
て
よ
い
は
ず
だ 

 
 

 

立
岩
真
也

10
章　

当
事
者
主
権
の
福
祉
戦
略 

 
 

 

中
西
正
司
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何
ら
か
の
基
準
に
基
づ
い
て
把
握
さ
れ
た
状
態
が
、
社
会
的
に
改

善・解
決
を
必
要
と
す
る
と
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
状

態
を
ニ
ー
ド（
要
援
護
状
態
）と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

﹇ 

秋
元
他
編2003

﹈

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
ニ
ー
ズ
と
は
第
三
者
に
よ
っ
て
社
会
的
に
決
定
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
当
事
者
の
介
在
す
る
余
地
は
な
い
。
事
実
、
社

会
福
祉
学
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
概
念
を
検
討
す
れ
ば
、
ニ
ー
ズ
の
判
定
者
は
当

事
者
で
は
な
く
、
第
三
者
優
位
の
概
念
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

に
気
が
つ
く4

❖

。

社
会
福
祉
学
で
は
ニ
ー
ズ
は
そ
の
関
与
者
に
よ
っ
て「
主
観
的
ニ
ー
ズ
」と

「
客
観
的
ニ
ー
ズ
」と
に
分
類
さ
れ
る
。「
主
観
的
ニ
ー
ズ
」よ
り
は「
客
観
的

ニ
ー
ズ
」の
ほ
う
が
、
社
会
的
承
認
を
と
も
な
う
こ
と
で
よ
り
適
切
な
ニ
ー

ズ
で
あ
る
と
い
う
規
範
的
な
含
意
が
こ
の
概
念
に
は
前
提
さ
れ
て
い
る
。
社

会
福
祉
学
の
一
部
に
も
独
自
の
ニ
ー
ズ
と
デ
ィ
マ
ン
ド
の
区
別
が
あ
る
が
、

ニ
ー
ズ
は
客
観
的
必
要
に
、
デ
ィ
マ
ン
ド
は
主
観
的
要
求
に
対
応
す
る
と
さ

れ
る
。
こ
の
用
語
法
は
、
経
済
学
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
と
デ
ィ
マ
ン
ド
の
用
語

法
と
い
ち
じ
る
し
く
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば「
ニ
ー
ズ
に
応
じ
る

必
要
が
あ
る
が
、
デ
ィ
マ
ン
ド
を
受
け
入
れ
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
」と
さ
れ

る
実
践
的
な
用
語
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
デ
ィ
マ
ン
ド
は
あ
き
ら
か
に

否
定
的
な
含
意
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
区
別
そ
の
も
の
が
パ
タ
ー
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
。
後
論
す
る
が「
当
事
者
主
権
」の
理
念
は
、
こ
の

よ
う
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
鋭
く
対
抗
す
る
。
そ
の
た
め
本
書
で
は
デ
ィ
マ

リ
ズ
ム
の
い
う「
個
人
」に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の「
権

利
」と
は「
自
己
の
ニ
ー
ズ
を
充
足
さ
れ
る
べ
き
権
利
」の
主
体
、
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ニ
ー
ズ
と
は
ケ
ア
さ
れ
る
ニ
ー
ズ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

当
事
者
と
は
ニ
ー
ズ
に
お
い
て
文
字
通
り
の「
必
要
」が
あ
る
点
で
、
社
会
的

不
利
益
を
こ
う
む
っ
て
い
る
た
め
に
、「
社
会
的
弱
者
」と
な
っ
た
人
々
の
こ

と
で
あ
る
。

当
事
者
と
は
ニ
ー
ズ
の
帰
属
す
る
主
体
で
あ
る
。

ニ
ー
ズ
の
帰
属
先
で
あ
る
こ
と
が「
当
事
者
」を
定
義
す
る
。
そ
の
た
め
に

は「
ニ
ー
ズ
」と
は
何
か
、
を
根
本
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
ニ
ー
ズneed, needs

」と
は
経
済
学
の
用
語
で
も
あ
り
、
社
会
福
祉
学

の
用
語
で
も
あ
る
。
英
語
を
直
訳
す
れ
ば「
必
要
」、
つ
ま
り
満
た
さ
れ
る
べ

き
要
求
が
欠
損
し
た
状
態
と
定
義
さ
れ
る
。

だ
が
、
す
べ
て
の
ニ
ー
ズ
が
実
際
に
満
た
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
済

学
で
は
ニ
ー
ズ
の
う
ち
、
購
買
力
と
結
び
つ
い
た
も
の
だ
け
を「
デ
ィ
マ
ン

ドdem
and

」（
需
要
）と
呼
ぶ
。
市
場
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
デ
ィ
マ
ン
ド
と

サ
プ
ラ
イ
が
配
分
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
主
要
な
変
数
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
ニ
ー
ズ
、
と
り
わ
け
購
買
力
と
結
び
つ
か
な
い
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、

市
場
外
の
配
分
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に（
た
と
え

市
場
に
対
す
る
補
完
原
理
と
し
て
で
あ
っ
て
も
）福
祉
が
召
喚
さ
れ
る
根
拠
が
あ
る
。

社
会
福
祉
学
で
も
っ
と
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る 

三
浦
文
夫﹇1985

﹈

に
よ
る「
ニ
ー
ズ（
ニ
ー
ド
）」の
定
義
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
う
ち「
規
範
的
ニ
ー
ズ
」が「
客
観
ニ
ー
ズ
」に
、
あ
と

の
三
つ
が「
主
観
的
ニ
ー
ズ
」に
該
当
す
る
。
さ
ら
に「
主
観
的
ニ
ー
ズ
」の
う

ち「
顕
在
的
ニ
ー
ズ
」が「
感
得
さ
れ
た
ニ
ー
ズ
」と「
表
出
さ
れ
た
ニ
ー
ズ
」と

に
下
位
分
類
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
の
点
で
は「
感
得
」か
ら「
表
出
」ま

で
の
ず
れ
を
概
念
化
し
た
功
績
は
あ
る
も
の
の
、
感
得
さ
れ
る
に
至
ら
な
い

文
字
ど
お
り
の
当
事
者
の
潜
在
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
概
念
す
ら
与
え
ら
れ
て

い
な
い
。「
比
較
ニ
ー
ズ
」と
は
、
他
の
ケ
ー
ス
と
の
相
対
的
な
比
較
に
よ
っ

て
ニ
ー
ズ
が
顕
在
化
さ
れ
た
も
の
を
言
う
。
一
見「
潜
在
ニ
ー
ズ
」と
似
て
い

る
が
、「
潜
在
ニ
ー
ズ
」と「
比
較
ニ
ー
ズ
」の
違
い
は
、
前
者
の
判
定
者
が
第

三
者
、
後
者
の
判
定
者
が
当
事
者
を
含
む
こ
と
で
あ
る
。 

ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ

ウ
の
類
型
は
当
事
者
を
主
た
る
判
定
者
と
し
て
い
る
が（
た
と
え
ば
第
三
者
は「
表

出
ニ
ー
ズ
」を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
感
得
ニ
ー
ズ
」は
表
出
さ
れ
な
い
限
り
、
第
三
者
に
は
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
）、
と
は
い
え「
規
範
的
ニ
ー
ズ
」を
最
優
先
さ
せ
る
こ
と
で
、

ニ
ー
ズ
の
社
会
的
決
定
性
を
当
事
者
に
よ
る
決
定
よ
り
優
位
に
置
い
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

ン
ド
を
こ
の
意
味
で
は
採
用
し
な
い
。

ま
た
ニ
ー
ズ
は
援
護
水
準
に
よ
っ
て「
顕
在
ニ
ー
ズ
」と「
潜
在
ニ
ー
ズ
」と

に
分
類
さ
れ
る
。「
顕
在
ニ
ー
ズ
」が
当
事
者
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
た
ニ
ー
ズ

で
あ
る
の
に
対
し
、「
潜
在
ニ
ー
ズ
」と
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
は
自
覚
さ
れ

な
い
が
専
門
家
や
第
三
者
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
た
ニ
ー
ズ
を
い
う
。
定
義

上
、
顕
在
ニ
ー
ズ
よ
り
潜
在
ニ
ー
ズ
の
方
が
援
護
水
準
が
高
い
と
見
な
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
こ
の
用
語
法
の
背
後
に
は
、
当
事
者
の
判
断
能
力
を
低
く
見

て
当
事
者
に
代
わ
っ
て
ニ
ー
ズ
を
判
定
す
る
専
門
家
の
代
行
主
義
が
あ
る
だ

け
で
な
く
、
専
門
家
が
当
事
者
に
と
っ
て
つ
ね
に「
善
意
の
他
者
」で
あ
る
と

す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
人
に
は
こ
れ
だ
け
の
援

護
を
、
と
決
定
す
る
第
三
者
が
つ
ね
に
善
意
の
持
ち
主
で
あ
る
と
は
限
ら
な

い
し
、
当
事
者
の
主
観
的
な
顕
在
ニ
ー
ズ
が
第
三
者
の
判
定
す
る
援
護
水
準

よ
り
高
い
可
能
性
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
措
置
時
代
の「
措
置5

❖
」と
は
行
政

や
第
三
者
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が

当
事
者
の
要
求
水
準
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
で
す
ら
、「
過
度
の
援
助
は
か

え
っ
て
自
立
を
阻
害
す
る
」と
い
う
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
レ
ト
リ
ッ

ク
に
よ
っ
て
、
第
三
者（
こ
こ
で
は
す
な
わ
ち
行
政
の
担
当
者
）の
判
定
は
正
当
化
さ

れ
て
き
た
。
否
、
む
し
ろ
現
実
に
は
、
社
会
保
障
支
出
を
抑
制
し
た
い
自
治

体
の「
ニ
ー
ズ
」に
応
え
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

社
会
福
祉
学
で
よ
く
引
用
さ
れ
る 

ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ウ
の
四
類
型
は
、「
規

範
的
ニ
ー
ズnorm

ative needs

」「
感
得
さ
れ
た
ニ
ー
ズfelt needs

」「
表
出

さ
れ
た
ニ
ー
ズexpressed needs

」「
比
較
ニ
ー
ズcom

parative needs

」と

❖
4 

二
〇
〇
八
年
一
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た「
上
野・ 

中
西
編『
ニ
ー
ズ
中
心
の
福
祉
社
会
へ
』

を
読
み
解
く
」の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
、
上
野
が「
ニ
ー
ズ
論
は
こ
れ
ま
で
ま
と
も
に
検
討

の
対
象
と
な
っ
て
き
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」と
発
言
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
会
場
の
社
会
福
祉
学

者
か
ら
あ
と
で「 
三
浦
ニ
ー
ズ
論
は
社
会
福
祉
学
の
手
つ
か
ず
の
聖
域
だ
っ
た
」と
い
う
コ
メ
ン
ト

を
受
け
た
。

❖
5 「
措
置
」と
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
内
容
を
、
当
事
者
の
意
向
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三

者
が
行
政
権
限
を
も
と
に
決
定
し
、
提
供
す
る
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
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（
4
） 非
認
知
ニ
ー
ズ

 …
…
…

当
事
者
潜
在・第
三
者
潜
在

以
上
の
各
ニ
ー
ズ
を
、
従
来
の
用
語
法
と
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
違

い
が
よ
く
見
え
て
く
る
。

（
1
）「
承
認
ニ
ー
ズ
」は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
、
第
三
者
に

よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
、
社
会
的
に
満
た
さ
れ
る
べ
き
ニ
ー
ズ
で
あ
り
、
従
来

の
用
語
法
で
は「
顕
在
ニ
ー
ズ
」、「
客
観
ニ
ー
ズ
」に
対
応
す
る
。
承
認
を
受

け
る
こ
と
は
そ
れ
が
た
だ
ち
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
ら
社
会

に
と
っ
て
は
到
達
す
べ
き
目
標
と
な
る
点
で
し
ば
し
ば「
規
範
的
ニ
ー
ズ
」に

と
ど
ま
る
。

（
2
）「
庇
護
ニ
ー
ズ
」は
当
事
者
に
と
っ
て
は
潜
在
的
だ
が
、
第
三
者
に

と
っ
て
は
顕
在
的
な
ニ
ー
ズ
、
従
来
の
用
語
法
で
い
う「
潜
在
ニ
ー
ズ
」に
あ

た
る
。「
潜
在
ニ
ー
ズ
」と
い
う
用
語
法
を
採
用
し
な
い
の
は
、
こ
の
用
語
法

自
体
に
ニ
ー
ズ
の
判
定
者
が
第
三
者
で
あ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
前

提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
あ
え
て「
庇
護
ニ
ー
ズ
」と
名
づ
け
る

の
は
、「
あ
な
た
の
た
め
に
、
よ
か
れ
と
思
っ
て
」と
い
う
第
三
者
の「
温
情

的
庇
護
主
義paternalism

」を
含
意
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
第
三
者
が

つ
ね
に
善
意
の
持
ち
主
と
仮
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
善
意
が
つ

ね
に
適
切
で
あ
る
と
も
仮
定
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の「
庇
護
ニ
ー
ズ
」は
、

た
ん
に「
代
弁
ニ
ー
ズ
」「
代
行
ニ
ー
ズ
」と
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
言
い
換
え
た
ほ

う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
）「
要
求
ニ
ー
ズ
」は「
庇
護
ニ
ー
ズ
」の
ち
ょ
う
ど
対
極
、
当
事
者
に

本
書
で
は
社
会
福
祉
学
の
伝
統
を
離
れ
て
、
ニ
ー
ズ
を
理
論
的
に
再
定
義

し
て
み
た
い
。

本
書
が
一
貫
し
て
採
用
し
て
来
た
立
場
は
、
ケ
ア
と
は
ケ
ア
の
受
け
手
と

与
え
手
の
あ
い
だ
の
相
互
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を

ニ
ー
ズ
の
用
語
で
言
い
換
え
れ
ば
、
ケ
ア
と
は
ニ
ー
ズ
と
サ
ー
ビ
ス
の
交
換

行
為
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら
サ
ー
ビ
ス
が
発
生
す

る
の
で
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
ま
た
ニ
ー
ズ
に
合
わ
な
い
サ
ー
ビ
ス
は
役
に

立
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
不
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
押
し
つ
け
る
こ
と
で
抑
圧

と
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
ニ
ー
ズ
と
は
第
一
義
的
に
何
よ
り
も
当
事
者
に
帰

属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
定
義
上
社
会
的
な
も
の
と
さ
れ

る
ニ
ー
ズ
は
、
社
会
的
承
認
を
経
て
は
じ
め
て
客
観
的
ニ
ー
ズ
と
さ
れ
る
。

ケ
ア
が
相
互
行
為
で
あ
る
よ
う
に
、
ニ
ー
ズ
も
ま
た
相
互
行
為
の
過
程
で

生
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、（
1
）判
定
者
に

よ
っ
て
当
事
者
と
第
三
者
を
区
別
し
、
か
つ（
2
）ニ
ー
ズ
の
生
成
過
程
を
字

義
通
り
の
潜
在
と
顕
在
と
に
区
別
す
る
こ
と
で
、
以
下
の
四
元
図
式
を
得
る

こ
と
が
で
き
る【
図
2
】。
ニ
ー
ズ
の
潜
在
／
顕
在
の
軸
は
、
当
事
者
／
第
三

者
の
双
方
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
各
象
限
に
位
置
す
る
ニ
ー
ズ
を
以
下
の

よ
う
に
命
名
し
よ
う
。

（
1
） 承
認
ニ
ー
ズ

 …
…
…
…
…

当
事
者
顕
在・第
三
者
顕
在

（
2
） 庇
護
ニ
ー
ズ

 …
…
…
…
…

当
事
者
潜
在・第
三
者
顕
在

（
3
） 要
求
ニ
ー
ズ

 …
…
…
…
…

当
事
者
顕
在・第
三
者
潜
在
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関
係
者
の
い
う「
デ
ィ
マ
ン
ド
」と「
ニ
ー
ズ
」の
あ
い
だ
に
あ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
こ
そ
、
ニ
ー
ズ
の
社
会
的
生
成
過
程
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
当
事
者
運

動
は
こ
の
当
事
者
ニ
ー
ズ
の
承
認
を
求
め
て
闘
い
と
っ
て
き
た
、
権
利
要
求

運
動
の
軌
跡
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
障
害
者
自
立
生
活
運
動
は
、

二
四
時
間
介
護
を
と
も
な
う
障
害
者
の
自
立
生
活
を「
要
求
ニ
ー
ズ
」か
ら

「
承
認
ニ
ー
ズ
」へ
と
変
え
て
き
た
の
で
あ
る﹇ 

中
西・上
野2003

﹈。

同
じ
こ
と
は「
庇
護
ニ
ー
ズ
」に
つ
い
て
も
言
え
る
。「
庇
護
ニ
ー
ズ
」と
い

う
命
名
は
、
第
三
者
の
権
力
上
の
優
位
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
権
力
と
は
何
よ
り
も「
状
況
の
定
義
」権
に
ほ
か
な
ら
ず
、
自
覚
の
な
い

当
事
者
に「
あ
な
た
は
病
気
だ
か
ら
、
か
く
か
く
の
治
療
が
必
要
だ
」と
宣
告

す
る
第
三
者（
専
門
家
や
行
政
）の
権
力
が
決
定
す
る
ニ
ー
ズ
が
、「
庇
護
ニ
ー
ズ
」

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、「
庇
護
ニ
ー
ズ
」か
ら「
承
認
ニ
ー
ズ
」へ
の

移
行
に
は
、
当
事
者
に
よ
る
ニ
ー
ズ
の
顕
在
化
、
す
な
わ
ち
規
範
的
な
ニ
ー

ズ
の
受
け
入
れ
過
程
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
庇
護
ニ
ー
ズ
」と

「
承
認
ニ
ー
ズ
」と
の
境
界
は
、（
当
事
者
の
）「
無
知
」や「
抵
抗
」と「
社
会
的
ニ
ー

ズ
」と
の
あ
い
だ
に
あ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
と
い
え
る
。
そ
の
移
行
過
程
に
は
説

得
や
納
得
、
強
制
を
と
も
な
う
場
合
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し「
庇
護

ニ
ー
ズ
」か
ら「
承
認
ニ
ー
ズ
」へ
の
移
行
は
、
あ
ら
か
じ
め
第
三
者
に
よ
っ
て

定
義
さ
れ
た
解
へ
の
当
事
者
の
適
応
を
要
求
す
る
の
に
対
し
、「
要
求
ニ
ー

ズ
」か
ら「
承
認
ニ
ー
ズ
」へ
の
移
行
は
、
承
認
ニ
ー
ズ
そ
の
も
の
の
規
範
的
な

変
容
を
も
た
ら
す
点
で
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
変
化
に
適
応
す
べ
き
な
の

は
、
前
者
で
は
当
事
者
で
あ
り
、
後
者
で
は
社
会
の
側
な
の
で
あ
る
。

と
っ
て
は
顕
在
的
だ
が
第
三
者
に
と
っ
て
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
、 

ブ
ラ
ッ
ド

シ
ョ
ウ
の
用
語
で
は
、「
感
得
ニ
ー
ズ
」と「
表
出
ニ
ー
ズ
」を
指
す
。「
ニ
ー

ズ
」の
定
義
が
社
会
的
な
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
ニ
ー
ズ
の
概
念
は
そ
れ
自

体
、
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
。
社
会
的
承
認
を
与
え
ら
れ
な
い
当
事
者
の「
主

観
的
ニ
ー
ズ
」は
、
た
ん
に「
わ
が
ま
ま
」と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
る
に
終
わ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
通
り
、
社
会
福
祉
の
領
域
で
は
、
こ
の
概
念
は
し
ば

し
ば「
デ
ィ
マ
ン
ド
」と
呼
ば
れ
て
ニ
ー
ズ
と
区
別
さ
れ
て
き
た
。
裏
返
せ

ば
、「
わ
が
ま
ま
」か
ら「
ニ
ー
ズ
」へ
の
あ
い
だ
、
本
書
の
用
語
で
は
、「
要

求
ニ
ー
ズ
」か
ら「
承
認
ニ
ー
ズ
」へ
の
移
行
の
過
程
、
言
い
か
え
れ
ば
福
祉

図2　ニーズの四類型

顕在
＋

［第三者］

﹇
当
事
者
﹈

－
潜在

潜在 － ＋ 顕在

1
承認ニーズ

2
庇護ニーズ

4
非認知ニーズ

3
要求ニーズ
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比
較
と
は
、
変
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
実
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

社
会
学
や
歴
史
学
に
と
っ
て
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
方
法
で
あ

る
。
人
間
の
想
像
力
は
そ
れ
ほ
ど
豊
か
で
は
な
い
。
社
会
や
時
代
の
比
較
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、
現
在
あ
る
社
会
が
べ
つ
な
す
が
た
を
と
り
う
る
可
能
性
、

社
会
の
潜
勢
態
に
つ
い
て
の
想
像
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る6

❖

。
ミ
シ
ェ

ル・
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
も
、
そ
の
よ
う
な
潜
勢
態
を
想
像
す
る
た
め
の
方

法
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
ズ
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
今
の
よ
う
で
は
な
い
社

会
を
つ
く
る
た
め
の
構
想
力
と
切
り
離
せ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
中
西・
上

野
は
、『
当
事
者
主
権
』の
な
か
で
こ
う
書
い
た
の
だ
。

ニ
ー
ズ
は
あ
る
の
で
は
な
く
、
つ
く
ら
れ
る
。
ニ
ー
ズ
を
つ
く
る
と

い
う
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
社
会
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。

 

﹇
中
西・上
野2003: 3

﹈

ケ
ア
の
相
互
行
為
性
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
は
、「
ケ
ア
」と
い
う
場
面
に

関
与
す
る
主
体
に
は
複
数
性
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ
れ

る
側
の
複
数
の
ア
ク
タ
ー
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
の
一
方
に
当

事
者
性
が
想
定
さ
れ
る
の
な
ら
、
他
方
に
も
当
事
者
性
が
想
定
さ
れ
る
理
由

が
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
要
介
護
者
の
当
事
者
性
の
み
な
ら
ず
、
家
族
介
護

者
の
当
事
者
性
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
当
事
者
性
…
…
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
。 当

事
者
概
念
の
イ
ン
フ
レ

3

最
後
に
、
当
事
者
に
よ
っ
て
も
第
三
者
に
よ
っ
て
も
顕
在
化
さ
れ
な
い

（
4
）「
非
認
知
ニ
ー
ズ
」を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
お
こ
う
。
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ウ

に
よ
る「
感
得
ニ
ー
ズ
」の
手
前
、
当
事
者
が「
感
じ
る
」こ
と
も
で
き
な
い

ニ
ー
ズ
に
、
ニ
ー
ズ
と
い
う
名
前
を
与
え
る
こ
と
は
、
定
義
上
論
理
矛
盾
の

よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
あ
え
て
設
定
し
て
お
く
こ
と

に
は
意
味
が
あ
る
。
潜
在
ニ
ー
ズ
が
顕
在
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
ど
こ
で
境

界
を
引
く
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ
ア
ム（
連
続
体
）だ
か
ら

で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ウ
の「
比
較
ニ
ー
ズ
」を
こ
こ
に
対
応
さ
せ
て
も
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
多
く
の
場
合
、
当
事
者
や
第
三
者
が「
い
ま

だ
知
ら
れ
て
い
な
い
ニ
ー
ズ
」に
目
覚
め
る
の
は
、
他
者
と
の（
あ
る
い
は
他
の

社
会
や
他
の
時
代
と
の
）比
較
に
よ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
他
者
に（
あ
る
い

は
他
の
社
会
や
他
の
時
代
に
）可
能
な
ニ
ー
ズ
の
承
認
が
、
な
ぜ
自
分
た
ち（
の
社
会

や
時
代
）に
は
、
可
能
で
な
い
の
か
?
　
比
較
は
相
対
的
剝
奪
感
を
も
た
ら
し
、

ニ
ー
ズ
を
顕
在
化
さ
せ
る
引
き
金
と
な
る
。
た
と
え
ば
大
熊
由
紀
子
は『「
寝

た
き
り
老
人
」の
い
る
国
い
な
い
国
』﹇1991

﹈で
、
高
齢
者
を「
寝
か
せ
き
り
」

に
し
な
い
北
欧
の
福
祉
先
進
国
と
比
較
す
る
こ
と
で
、「
寝
た
き
り
老
人
」を

当
然
視
す
る
日
本
社
会
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
中
西
ら
の
障
害
者
自
立
生
活

運
動
も
、
施
設
か
ら
出
る
こ
と
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
い
当
事
者
た
ち
に
先
行

的
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
で
、
そ
れ
が
可
能
だ
と
エ
ン
パ
ワ
ー
し
て

き
た
。
非
認
知
ニ
ー
ズ
を
顕
在
化
す
る
過
程
で
、
承
認
ニ
ー
ズ
の
規
範
を
書

き
換
え
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
役
割
は
、
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
は
第

三
者
に
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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的
な
ニ
ー
ズ
で
あ
る
の
に
対
し
、
介
護
者
の
ニ
ー
ズ
は
あ
く
ま
で
当
事
者

ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
発
生
し
た
二
次
的
な
ニ
ー
ズ
で
あ
る
。
何
度
で
も

く
り
か
え
す
が
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
と
は
ニ
ー
ズ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
主
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
ケ
ア
す
る
側
は
そ
の
関
係
か
ら
退
出
す
る
こ
と

が
で
き
る（
た
と
え
罪
悪
感
や
社
会
的
制
裁
を
と
も
な
っ
た
と
し
て
も
）。
し
た
が
っ
て
ケ

ア
さ
れ
る
側
と
ケ
ア
す
る
側
と
の
間
に
は
圧
倒
的
な
非
対
称
が
あ
る
。
当
事

者
性
の
度
合
が
違
う
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
第
一
次
ニ
ー
ズ
と
派
生
的

な
第
二
次
、
第
三
次
ニ
ー
ズ
…
…
と
を
概
念
上
、
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の「
第
三
者
」の
な
か
に
は
、
多
様
な
行
為
者
が
含
ま
れ
る
。
家
族
、
ピ

ア（
当
事
者
同
士
）、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
、
事
業
者
、
専
門
家
、
官
僚
、
政
府
、
国

家
、
国
際
社
会
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
ア
ク
タ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
を
分
節
し
、
そ

の
ア
ク
タ
ー
と
当
事
者
の
、
そ
し
て
ア
ク
タ
ー
間
相
互
の
、
相
互
行
為
と
交

渉
過
程
の
な
か
か
ら「
ニ
ー
ズ
」が
生
成
す
る
と
考
え
れ
ば
、
相
互
行
為
と
交

渉
場
面
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
だ
ろ
う
。

上
野・ 中
西
共
編
著﹇2008

﹈で
は
、 

齋
藤
曉
子
が
、
ニ
ー
ズ
の
生
成
過
程
に

つ
い
て
て
い
ね
い
に
論
じ
て
い
る
。 

齋
藤
が
あ
げ
た
例
で
は
、
要
介
護
者
が

通
所
し
て
い
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
の
ピ
ア
と
の
情
報
の
交
換
や
交
流
に
よ
っ

「
当
事
者
」と
は
便
利
な
こ
と
ば
で
あ
る
。 

中
西・上
野
の
共
著
書『
当
事
者

主
権
』﹇2003
﹈は「
当
事
者
イ
ン
フ
レ
」を
引
き
起
こ
し
た
。
誰
が
当
事
者
か
?   

と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
要
介
護
当
事
者
に
加
え
て
家
族
介
護
当
事
者
、

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
や
専
門
家
の
当
事
者
性
、
さ
ら
に
は
社
会
的
弱
者
を
生
み
出

す
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
差
別
当
事
者
、
抑
圧
当
事
者
と
呼
ぶ
よ
う
な
拡
張
的
な

用
語
法
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
用
語
法
の
も
と
で
は
、
世
の
中
に「
当
事
者

で
な
い
者
は
誰
も
い
な
い
」と
言
う
こ
と
も
可
能
に
な
る
程
度
に
、
当
事
者

概
念
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
招
い
た
。

さ
ら
に
当
事
者
概
念
は
、
意
図
せ
ぬ
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
当
事
者
研
究

の
み
な
ら
ず
、
当
事
者
を
め
ぐ
る
メ
タ
理
論
的
な
研
究
領
域
、
た
と
え
ば
当

事
者
概
念
の
効
用
や
限
界
、
そ
の
権
力
性
に
つ
い
て
の
批
判
や
内
省
ま
で
を

も
も
た
ら
し
た7

❖

﹇ 

貴
戸2004;  

野
崎2004

﹈。
そ
の
な
か
に
は
、「
当
事
者
に
し
か
、

ニ
ー
ズ
の
研
究
は
で
き
な
い
の
か
」「
当
事
者
の
言
う
こ
と
な
ら
、
す
べ
て
正

し
い
の
か
」と
い
う
批
判
も
含
ま
れ
る
。

「
当
事
者
」概
念
を「
ニ
ー
ズ
の
帰
属
主
体
」と
限
定
的
に
定
義
す
る
こ
と
で

概
念
の
イ
ン
フ
レ
を
抑
制
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
議
論
を
発
展
さ
せ
る
た
め

に
は
、
ニ
ー
ズ
の
生
成
過
程
に
関
わ
る
関
与
者
を
分
節
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
書
の
ニ
ー
ズ
類
型
論
に
お
い
て
は
、
当
事
者
と
第
三
者
と
の
あ
い
だ
に
分

割
線
を
引
い
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
わ
た
し
は
当
事
者
が
第
一
義
的
に
ニ
ー

ズ
の
帰
属
先
で
あ
り
、
当
事
者
ニ
ー
ズ
を
離
れ
て
ど
ん
な
ニ
ー
ズ
も
あ
り
え

な
い
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
お
り
、
こ
の
立
場
は
ど
れ
だ
け
主
張
し
て
も
し

た
り
な
い
と
今
で
も
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
事
者
ニ
ー
ズ
が
第
一
次

❖
6 
戦
前
の
女
性
史
家
、
高
群
逸
枝
は
、
熊
本
の
女
学
校
時
代
、『
更
級
日
記
』を
読
ん
で
、
嫁

入
り
以
外
の
結
婚
の
あ
り
方
に
衝
撃
を
受
け
、
そ
れ
が
機
縁
で
後
に『
招
婿
婚
の
研
究
』と
い
う
大

部
の
著
作
を
も
の
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

❖
7 

た
と
え
ば 

土
場
学﹇2007

﹈が『
社
会
学
評
論
』の「
テ
ー
マ
別
研
究
動
向
」の
な
か
で
、「
当
事

者
性
」と
い
う
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
る
ほ
ど
、
こ
の
分
野
の
蓄
積
は
短
期
間
の
う
ち
に
増
え
て
い
た
。
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の
不
均
衡
な
配
分
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
何
か
、
な
ぜ
要
求
ニ
ー
ズ
の
み
な

ら
ず
庇
護
ニ
ー
ズ
に
も
一
定
の
役
割
が
あ
る
の
か
、
等
々
の
疑
問
に
、
応
え

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

厚
生
経
済
学
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
個
人
の「
福
利w

ell-being

」に
照
準

す
る
。「
ニ
ー
ズ
」概
念
の
出
自
の
ひ
と
つ
は
経
済
学
だ
が
、 

セ
ン
の
潜
在
能

力
ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
の「
ニ
ー
ズ
」概
念
に
依
拠
し
て
い
る
。
従
来
の
経
済
学

が
個
人
の「
選
好preference

」を
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
完
全

に
価
値
中
立
的
な
変
数
と
し
て
扱
う
の
に
対
し
、 

セ
ン
自
身
が
そ
の
革
新
を

図
っ
た
新
厚
生
経
済
学
で
は
、
選
好
と
ニ
ー
ズ
と
を
区
別
す
る
。
選
好
が

ニ
ー
ズ
を
反
映
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

潜
在
能
力
の
定
義
を
、 

セ
ン
の
紹
介
者
、 

後
藤
玲
子
が
的
確
に
ま
と
め
て

い
る
の
で
引
用
し
よ
う
。

本
人
が
実
際
に
選
択
し
た
状
態
、
あ
る
い
は
、
本
人
の
評
価
に
基
づ

い
て
最
大
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
の
み
な
ら
ず
、
本
人
の
評
価
か

ら
離
れ
て
、
本
人
が
達
成
可
能
で
あ
る
状
態
の
集
ま
り
、
す
な
わ
ち
そ

の
機
会
集
合
。 

﹇ 

セ
ン・ 後
藤2008: 20

﹈

 
大
沢
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、「
人
と
し
て
生
活
が
成
り
立
ち
社
会
に
参
加

で
き
る
と
い
う（
中
略
）潜
在
能
力
の
欠
損
」を「
必
要（
ニ
ー
ズ
）」と
定
義
す
る

﹇ 

大
沢2008a: 180
﹈。
こ
の
潜
在
能
力
は
、「
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
配
分
を
、
効
用

utility

か
ら
で
は
な
く
、
個
々
人
の（
中
略
）福
利w

ell-being

の
観
点
か
ら

て
比
較
ニ
ー
ズ
が
生
成
し
た
り
、
特
定
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の「
気
づ
き
」や

「
汲
み
取
り
」に
よ
っ
て
ニ
ー
ズ
が
顕
在
化
し
た
り
承
認
を
受
け
た
り
す
る
過

程
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
べ
つ
な
事
例
で
は
、
家
族
に
対
し
て
は
ニ
ー
ズ
の

顕
在
化
を
抑
制
し
な
い
要
介
護
者
が
、
ヘ
ル
パ
ー
に
対
し
て
は「
感
得
ニ
ー

ズ
」の
表
出
を
抑
制
す
る
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り 

齋
藤
の
い

う「
関
係
性
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
る
ニ
ー
ズ
」と
は
、「
提
供
者
と
の
信
頼
関

係
の
も
と
で
の（
当
事
者
の
）ニ
ー
ズ
の
受
け
入
れ
」（
か
っ
こ
内
引
用
者
）﹇ 

齋
藤2008a: 

85

﹈に
よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
互
行
為
と
交
渉
の
産
物
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
交
渉
は
つ
ね
に
成
功
を
約
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ニ
ー
ズ
の
類
型
学
を
い
く
ら
や
っ
て
も
、
ニ
ー
ズ
と
は
何
か
、
に
つ
い
て

答
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
前
述
の 

三
浦
の
ニ
ー
ズ
概
念
の
定
義
、「
何
ら

か
の
基
準
に
基
づ
い
て
把
握
さ
れ
た
状
態
が
、
社
会
的
に
改
善・解
決
を
必

要
と
す
る
と
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
状
態
を
ニ
ー
ド（
要
援
護

状
態
）と
す
る
」は
、「
何
ら
か
の
基
準
」に
つ
い
て
も
、「
状
態
」に
つ
い
て
も

立
ち
入
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

本
書
で
は
、
上
野・ 

中
西﹇2008

﹈の
共
編
著
に
お
い
て
、 

大
沢
真
理
が
採

用
し
た「
厚
生
経
済
学w

elfare econom
ics

」の
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア・ セ
ン
に

よ
る「
潜
在
能
力capability

」ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
な
ぜ
ニ
ー
ズ
が
特
定
の
人
々
に
不

均
衡
に
帰
属
す
る
の
か
、
そ
れ
を
社
会
的
に
満
た
す
た
め
の
財・サ
ー
ビ
ス

潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ

4
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こ
の
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
前
章
で
示
し
た
ケ
ア
の
人
権
ア
プ
ロ
ー

チ
と
高
い
整
合
性
を
持
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
主
た
る
家
族
介
護
者
を
引

き
受
け
て
い
る
個
人
が
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
自
由
な
選
択
の
結
果
か
、

代
替
選
択
肢
の
な
い「
強
制
労
働
」の
結
果
か
で
ま
っ
た
く
イ
ン
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
違
う
。
ま
た
家
族
介
護
が「
自
由
な
選
択
」で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

機
会
費
用
を
失
う
こ
と
と
引
き
替
え
の
選
択
か
、
そ
れ
と
も
所
得
保
障
を
と

も
な
う
福
祉
制
度
の
も
と
の
選
択
か
で
も
、
異
な
っ
て
く
る8

❖

。

イ
ン
ド
出
身
で
貧
困
や
不
平
等
の
研
究
を
手
が
け
た 

セ
ン
は
、
ニ
ー
ズ
と

選
好
が
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。「
人
は
手
に

入
る
も
の
し
か
望
ま
な
い
」傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
選
択
肢
に
な
い
も

の
に
対
し
て
個
人
が
選
好
を
表
明
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
す
な
わ

ち
選
択
肢
の
集
合（
機
会
集
合
）の
少
な
い
個
人
は
、
潜
在
能
力
か
ら
見
て
高
い

ニ
ー
ズ
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
よ
う

評
価
す
る
」も
の
で
あ
り
、
選
択
可
能
性
と
い
う
意
味
で
の「
自
由
」と「
不
可

分
の
関
係
」に
あ
る﹇ 

セ
ン・ 後
藤2008: 21

﹈。

 

セ
ン
の
い
う「
福
祉
的
自
由w

elfare freedom

」と
は
、「
疫
病
か
ら
逃
れ

ら
れ
る
こ
と
、
栄
養
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
充
足
で
き
る
こ
と
、
自
由
に
移
動
で

き
る
こ
と
、
自
分
の
気
持
ち
や
考
え
を
適
切
に
表
現
で
き
る
こ
と
、
必
要
な

情
報
を
的
確
に
理
解
で
き
る
こ
と
な
ど
、
人
々
の
行
い
や
在
り
よ
う
に
関
す

る
基
本
的
能
力
の
豊
か
さ
を
表
す
概
念
」﹇ 

セ
ン・ 後
藤2008: 77

﹈で
あ
る
。
こ
れ

を「
人
並
み
の
生
活
」と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、「
一
般
的
に
ど
の
よ
う
な
財・サ
ー

ビ
ス
が「
人
並
み
」の
生
活
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

の
社
会
で
ゆ
る
や
か
に
合
意
さ
れ
て
い
る
」﹇ 

大
沢2008a: 182

﹈。

だ
が
、
ど
の
よ
う
な「
暮
ら
し
ぶ
り
の
よ
さ
」で
あ
れ
、
そ
れ
が「
自
由
な

選
択
」の
結
果
で
な
い
と
す
れ
ば
、
潜
在
能
力
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

セ
ン
自
身
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば「
福
祉
を
達
成
す
る

た
め
の
自
由（
あ
る
い
は
機
会
）」と
そ
れ
に
よ
っ
て「
達
成
さ
れ
た
機
能（
成
果
）」

と
を
区
別
し
た
う
え
で
、
す
な
わ
ち「
機
能
は
福
祉
の
構
成
要
素

0

0

0

0

で
あ
り
、

潜
在
能
力
は
こ
れ
ら
の
構
成
要
素
を
追
求
す
る
自
由

0

0

」﹇ Sen 1992=1999: 62

﹈を

含
め
て
そ
の
両
方
を
尺
度
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
財・サ
ー
ビ

ス
の
配
分（
実
質
所
得
、
富
、
資
源
、
基
本
材
等
）か
ら
だ
け「
福
祉
」の
水
準
を
測
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ
る
生
活
様
式
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
が
選
択
さ

れ
て
も
同
じ
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。 

﹇ Sen 1992=1999: 73

﹈

❖
8  

セ
ン
が
あ
げ
て
い
る
興
味
深
い
例
は
、「
断
食
」と「
飢
え
」の
違
い
で
あ
る
。「
断
食
と
は
、

他
に
選
択
肢
が
あ
る
場
合
に
飢
え
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
飢
え
て
い
る
人
の「
達
成

さ
れ
た
福
祉
」を
検
討
す
る
場
合
、
そ
の
人
が
断
食
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
十
分
な
食
糧

を
得
る
手
段
が
な
い
だ
け
な
の
か
、
を
知
る
こ
と
は
直
接
的
な
関
心
事
で
あ
る
」﹇ Sen 1992=

1999: 73

﹈。
ま
た「
達
成
さ
れ
た
福
祉
」だ
け
を
評
価
基
準
と
す
る
立
場
を
も
、
以
下
の
よ
う
に

批
判
す
る
。「
標
準
的
な
消
費
者
理
論
で
は
、
た
と
え
選
択
さ
れ
た
最
善
の
要
素
以
外
の
す
べ
て

の
要
素
を
選
択
可
能
な
集
合
か
ら
取
り
除
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
不
利
益
を
も
た
ら
す
も

の
で
は
な
い
」﹇ Sen 1992=1999: 73

﹈。
こ
の
立
場
が
不
適
切
な
こ
と
は
、
開
発
独
裁
の
結
果
も

た
ら
さ
れ
た
国
民
経
済
の
繁
栄
が
、
国
民
に
よ
る
選
択
の
自
由（
民
主
主
義
的
決
定
）を
と
も
な
わ

な
い
か
ぎ
り
、
抑
圧
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
支
持
で
き
る
だ
ろ
う
。
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主
観
的
評
価
に
還
元
さ
れ
は
し
な
い
が
、
人
々
の
認
識
や
評
価
を
超
越

し
た
客
観
的
事
実
と
し
て
理
論
的
先
験
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な

い
。
そ
れ
は
、
最
終
的
に
は
社
会
を
構
成
す
る
人
々
の
社
会
的
な
選
択

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 

﹇ 

セ
ン・ 後
藤2008: 22

﹈

こ
の
過
程
は
、「
公
共
的
討
議
を
通
じ
た
ニ
ー
ズ
の
発
見
」過
程
、
す
な

わ
ち「
自
分
に
と
っ
て
の
ニ
ー
ズ
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
の
ニ
ー
ズ
、
自
分

以
外
の
よ
り
一
般
的
な
ニ
ー
ズ
を
評
価
し
よ
う
と
い
う
個
々
人
の
内
省
的

か
つ
公
共
的
な
営
み
の
中
を
通
じ
て
、
次
第
に
形
を
と
っ
て
い
く
」﹇ 

セ
ン・ 後

藤2008: 20

﹈も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ニ
ー
ズ

の
生
成
過
程
を
重
視
す
る
の
は
、
定
義
上
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
ニ
ー
ズ
の
、

当
事
者
と
第
三
者
と
の
あ
い
だ
に
お
け
る
交
渉
と
相
互
作
用
に
よ
る
生
成
過

程
に
対
応
し
て
い
る
。
ナ
ラ
テ
ィ
ブ・ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ（
語
り
）

の
生
成
が
語
り
手
と
受
容
的
な
聞
き
手
と
の
相
互
交
渉
の
過
程
で
初
め
て

成
立
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ニ
ー
ズ
も
ま
た（
と
り
わ
け
表
出

ニ
ー
ズ
は
）、
ニ
ー
ズ
の
主
体
と
そ
れ
を
受
容
す
る
第
三
者
と
の
相
互
行
為
と

交
渉
の
過
程
を
通
じ
て
初
め
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
に
も
納

得
の
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
ニ
ー
ズ
類
型
論
は
、
ま
ず
第
一
義
的
な
ニ
ー
ズ
の
帰
属
主
体
と

一
次
的
ニ
ー
ズ
と
派
生
的
ニ
ー
ズ

5

な
選
好
を
表
明
す
る
こ
と
な
く
、
低
い
水
準
で
満
足
す
る
傾
向
が
あ
る（
し
た

が
っ
て「
効
用
ア
プ
ロ
ー
チ
」が
不
適
切
な
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
）。
こ
の
機
会
集
合
の
少
な

い
個
人
を「
自
由
」と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
選
択
肢
が
少
な

け
れ
ば
そ
の
帰
結
に
対
し
て
、
当
人
の
責
任
を
問
う
こ
と
も
適
切
と
は
い
え

な
い
。
な
ぜ
な
ら
責
任
と
は
自
由
に
と
も
な
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る9

❖

。

 

セ
ン
の「
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
」に
依
拠
す
れ
ば
、
妊
娠
中
の
女
性
や
、

障
害
を
持
っ
た
個
人
に
と
っ
て
は
、「
人
並
み
の
生
活
」を
達
成
す
る
た
め
に
、

通
常
の
財・サ
ー
ビ
ス
の
配
分
以
上
の
付
加
的
な
配
分
を
要
請
す
る
根
拠
が

あ
る
。
つ
ま
り
他
の
人
々
よ
り
も
不
均
等
に
大
き
い
欠
損
状
態（
ニ
ー
ズ
）を

持
っ
た
個
人
が
存
在
す
る
ゆ
え
に
、
こ
う
い
う
個
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て

財・サ
ー
ビ
ス
を
手
厚
く
配
分
す
る
こ
と
は
、「
不
公
平
」と
は
な
ら
な
い
。

自
身
が
視
覚
障
害
者
で
も
あ
る
障
害
学
研
究
者
、 
石
川
准﹇2004

﹈の「
配

慮
」と
い
う
表
現
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
社
会
は
す
で
に
晴
眼
者
に
対
し
て
十

分
に「
配
慮
」の
あ
る
社
会
で
あ
り
、
こ
の
晴
眼
者
社
会
と
は
、
視
覚
障
害
者

に
対
し
て「
配
慮
の
足
り
な
い
」（
し
た
が
っ
て
視
覚
障
害
者
に
不
均
等
に
ニ
ー
ズ
の
あ
る
）

社
会
で
あ
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

後
藤
の
説
明
に
し
た
が
え
ば
、「
ニ
ー
ズ
」の
決
定
過
程
と
は
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

あ
る
個
人
に
対
し
て
ど
ん
な
潜
在
能
力
を
保
障
す
べ
き
か
は
、
本
人

の
意
思
だ
け
で
は
決
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
本
人
の
意
思
か
ら
ま
っ

た
く
離
れ
て
定
め
ら
れ
る
事
項
で
も
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、
人
々
の
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切
と
思
わ
れ
る
当
事
者
の
要
求
ニ
ー
ズ
と
の
絶
え
間
な
い
交
渉
、
ケ
ア
さ
れ

る
側
が
自
覚
し
て
い
な
い
が
必
要
だ
と
判
断
さ
れ
る
庇
護
ニ
ー
ズ
の
提
供
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
互
行
為
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
家
族
の
な
か
で
も
、
続

柄
、
同
居
別
居
の
別
、
関
係
の
濃
淡
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
違
い
な
ど
で
二
次
的

ニ
ー
ズ
に
は
違
い
が
生
じ
る
。

第
三
者
の
う
ち
で
も
制
度
を
設
計
し
た
り
執
行
し
た
り
す
る
官
僚
や
行
政

関
係
者
の
利
害
は
、
庇
護
ニ
ー
ズ
で
す
ら
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
福
祉
予
算
を
一
定
の
水
準
に
抑
制
す
る
と
い
う
省
益
や
自
治
体
益
に

す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に「
第
三
者
」に
属
す
る
ア
ク
タ
ー
に
は
多
様
な
次
元
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
利
害
を
持
つ
。
彼
ら
を「
二
次
的
」「
三
次
的
」「
四
次
的
」

…
…
な
派
生
的
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
だ
が
、
こ
こ
で
は

い
っ
た
ん
当
事
者
を「
一
次
的
ニ
ー
ズ
の
帰
属
主
体
」と
限
定
す
る
こ
と
で
、

「
当
事
者
」概
念
と「
ニ
ー
ズ
」概
念
の
イ
ン
フ
レ
を
抑
制
し
た
う
え
で
、
各
ア

ク
タ
ー
間
の
分
節
化
を
は
か
り
た
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
各
ア
ク
タ
ー
の

あ
い
だ
の
相
互
行
為
や
交
渉
過
程
の
分
析
を
す
こ
し
も
妨
げ
な
い
。
こ
う
い

う
理
論
的
な
分
節
化
を
通
じ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
初
め
て
多
様
な
ア
ク
タ
ー

間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
以
外
の
ア
ク
タ
ー
と
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
た
め
に
、
当
事
者
／
第

三
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
ニ
ー
ズ
を「
第
一

次
的
ニ
ー
ズ
」と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
他
の
第
三
者
の
ニ
ー
ズ
は
い
ず
れ
も「
第

一
次
ニ
ー
ズ
」に
派
生
し
て
生
じ
る「
二
次
的
ニ
ー
ズ
」「
三
次
的
ニ
ー
ズ
」と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
用
語
法
は
、
マ
ー
サ・ フ
ァ
イ
ン
マ
ン﹇ Finem

an 

1995=2003

﹈が「
依
存
の
私
事
化
」と
呼
ぶ
近
代
家
族
の
も
と
で
、
子
ど
も
や

高
齢
者
の
依
存
を「
一
次
的
依
存prim

ary dependency

」、
そ
れ
ら
の
依

存
的
な
存
在
を
ケ
ア
す
る
責
任
を
背
負
う
こ
と
で
派
生
す
る
女
性
の
依
存

を「
二
次
的
依
存secondary dependency
」と
呼
ぶ
こ
と
に
倣
っ
て
い
る
。

女
性
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
女
性
の
依
存
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

「
二
次
的
依
存
」に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
女
性
自
身
が「
依
存
的
」で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
し
た
が
っ
て「
二
次
的
依
存
」の
問
題
が
解
決
す
れ
ば
、

「
女
性
問
題
」の
大
半（
す
べ
て
で
は
な
い
が
）は
解
決
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 

セ
ン
の
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
れ
ば
、
当
事
者
は
た
し
か
に
潜

在
能
力
の
欠
損（
必
要needs

）を
経
験
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
家
族
や

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
、
事
業
者
、
専
門
家
、
官
僚
な
ど
の
第
三
者
に
潜
在
能
力
の

欠
損
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
家
族
や
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
は
、
当
事
者
の
一
次

的
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
と
い
う
相
互
行
為
を
通
じ
て
、
み
ず
か
ら
派
生
的
な

ニ
ー
ズ
の
当
事
者
と
な
る
。
こ
の
二
次
的
、
三
次
的
ニ
ー
ズ
に
は
ケ
ア
す
る

側
に
固
有
の
ニ
ー
ズ
―
ケ
ア
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
負
担
や
拘
束
の
み
な

ら
ず
、
ス
ト
レ
ス
や
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
な
ど
―
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た

承
認
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
ケ
ア
す
る
側
か
ら
み
て
不
適

❖
9 

育
児
期
間
中
の
女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
多
く
が
、「
も
し
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
の
機

会
が
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
を
選
択
す
る
か
?
」と
問
わ
れ
て「
ノ
ー
」と
回
答
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、

女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を「
選
好
」し
て
い
る
と
短
絡
的
に
結
論
す
る
こ
と

の
誤
り
も
こ
こ
に
あ
る
。
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る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
そ
の
い
ず
れ
を
優
先
す
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
デ
ィ
レ

ン
マ
を
経
験
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
在
宅
を
望
む
高
齢
の
要
介
護
当
事
者
に

対
し
て
、
家
族
介
護
者
の「
二
次
ニ
ー
ズ
」は
、
少
し
で
も
家
か
ら
出
て
い
っ

て
ほ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
り
す
る
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
は

当
事
者
の「
一
次
ニ
ー
ズ
」に
応
え
て
で
は
な
く
、
介
護
者
の「
二
次
ニ
ー
ズ
」

に
応
え
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
各
種
の「
ニ
ー
ズ
調
査
」が
証
明

し
て
い
る
。 

中
西
は
も
っ
と
は
っ
き
り「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
第
一
義
的
に
当

事
者
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
則
か
ら
い
え
ば
、
選

択
肢
と
し
て
親・
家
族
の
ニ
ー
ズ
で
あ
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
は
排
除
さ
れ
る
」と
ま
で
言
う﹇
上
野・ 中
西
編2008: 231

﹈。

障
害
者
自
立
生
活
運
動
で
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
最
初
の
交
渉
相
手
は
家

族
で
あ
っ
た
。
家
族
は
愛
の
名
に
お
い
て
、
障
害
当
事
者
の
自
立
生
活
に
立

ち
は
だ
か
っ
た
。
だ
が
、
家
族
と
い
え
ど
も
、
当
事
者
ニ
ー
ズ
を
代
表・
代

弁
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
家
族
に
は
家
族
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
そ
れ
は

「
お
ま
え
の
た
め
に
」を
装
っ
て
は
い
る
が
、
実
は
自
分
自
身
の
ニ
ー
ズ
で
も

あ
る
。
こ
こ
で
家
族（
と
い
う
第
三
者
）に
対
し
て「
ニ
ー
ズ
」と
い
う
用
語
を
レ

ト
リ
カ
ル
に
使
う
こ
と
で
、「
ニ
ー
ズ
」イ
ン
フ
レ
を
起
こ
す
よ
り
は
、
む
し

ろ「
利
害interest

」と
限
定
的
に
呼
ぶ
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
家
族

介
護
者
は
家
族
介
護
者
と
し
て
の
、（
要
介
護
者
と
は
区
別
さ
れ
た
）固
有
の
利
害

を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
た
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
ニ
ー
ズ
と
考
え
れ
ば
、

た
し
か
に「
ニ
ー
ズ
の
帰
属
主
体
」と
し
て
の「
家
族
介
護
当
事
者
」が
成
立

す
る
。
事
実
、
シ
リ
ー
ズ『
ケ
ア 

そ
の
思
想
と
実
践10

❖

』の
第
4
巻「
家
族
の
ケ

 
中
西・
上
野
が
提
起
し
た「
当
事
者
主
権
」と
は
、
こ
の
文
脈
で
言
い
換
え

れ
ば
、
ど
ん
な
派
生
的
ニ
ー
ズ
よ
り
も
当
事
者
の
一
次
的
ニ
ー
ズ
が
最
優
先

さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
規
範
的
立
場
を
指
す
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ

が
、
一
次
的
ニ
ー
ズ
の
な
い
と
こ
ろ
に
派
生
的
ニ
ー
ズ
は
生
じ
な
い
か
ら
だ
。

そ
し
て
ど
ん
な
援
助
や
サ
ー
ビ
ス
も
、
そ
し
て
制
度
も
政
策
も
、
こ
の
当
事

者
の
一
次
的
ニ
ー
ズ
と
の
対
応
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

後
藤
は 

セ
ン
の
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、「
個
人
の
社
会
性
を
尊
重
し

な
が
ら
福
祉
の
手
立
て
を
決
定
し
、
福
祉
を
保
障
す
る
手
立
て
を
講
じ
な
が

ら
個
人
の
主
体
性
を
尊
重
す
る
と
い
う
、
離
れ
業
」﹇ 

セ
ン・ 後
藤2008: 22

﹈と
評

す
る
。
ニ
ー
ズ
を
当
事
者
と
第
三
者
と
の
相
互
行
為
過
程
に
お
い
て
生
成・

顕
在
化
す
る
も
の
と
見
な
す
本
書
の
立
場
は
、
こ
こ
で
も 

セ
ン
の
潜
在
能
力

ア
プ
ロ
ー
チ
と
整
合
性
を
持
つ
だ
ろ
う
。

例
外
は
家
族
で
あ
る
。
ケ
ア
が
選
択
性
を
持
た
な
い
強
制
で
あ
る
場
合
、

言
い
換
え
れ
ば
ケ
ア
を
選
ぶ
ほ
か
に
機
会
集
合
が
乏
し
い
個
人（
そ
の
大
半
は
既

婚
女
性
で
あ
る
）は
、
た
し
か
に
潜
在
能
力
に
お
い
て
欠
損
を
経
験
し
て
い
る
と

い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、 

デ
イ
リ
ー
ら
は
家
族
介
護
を「
強
制
労
働forced 

labor

」と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
家
族
介
護
者
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
、
特
別

な
財
と
サ
ー
ビ
ス
の
配
分
が
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
潜
在
能

力
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
そ
の
場
合
で

あ
っ
て
さ
え
、
当
事
者
の「
一
次
ニ
ー
ズ
」と
、
家
族
の「
二
次
ニ
ー
ズ
」と
は

区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
場
の
ワ
ー
カ
ー
や
事
業
者
た
ち
は
、
こ

の「
一
次
ニ
ー
ズ
」と「
二
次
ニ
ー
ズ
」と
の
あ
い
だ
に
し
ば
し
ば
葛
藤
が
起
き
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ズ
論
か
ら
は
、
当
事
者
を「
ニ
ー
ズ
の
帰
属（
を
自
覚
的
に
引
き
受
け
る
）主
体
」と

定
義
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
な
妥
当
性
を
持
つ
で
あ
ろ
う11

❖

。

本
書
に
先
立
っ
て
二
〇
〇
三
年
に
刊
行
さ
れ
た 

中
西・上
野
の『
当
事
者
主

権
』﹇ 

中
西・上
野2003

﹈か
ら
、「
当
事
者
」の
定
義
を
引
用
し
よ
う
。
こ
の
な
か

に
は
、「
当
事
者
で
あ
る
」こ
と
と
、「
当
事
者
に
な
る
」こ
と
と
の
あ
い
だ
の

違
い
が
、
ま
だ
直
観
的
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
。

当
事
者
と
は「
問
題
を
抱
え
た
人
々
」と
同
義
で
は
な
い
。
問
題
を

生
み
出
す
社
会
に
適
応
し
て
し
ま
っ
て
は
、
ニ
ー
ズ
は
発
生
し
な
い
。

ニ
ー
ズ（
必
要
）と
は
、
欠
乏
や
不
足
と
い
う
意
味
か
ら
来
て
い
る
。
私

の
現
在
の
状
態
を
、
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
状
態
に
対
す
る
不
足
と
と
ら

ア 
家
族
へ
の
ケ
ア
」﹇
上
野
他
編2008d

﹈は
そ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
編
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
社
会
で
は
、
家
族
介
護
者
の
ケ
ア
に
も
、
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
の
ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
ケ
ア
に
も
、
社
会
的
な
ニ
ー
ズ
が
承
認
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
ニ
ー
ズ
の
次
元
も
ま
た
分
節
化
し
て
、
相

互
に
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

当
事
者
と
は
第
一
次
的
な
ニ
ー
ズ
の
帰
属
す
る
主
体
で
あ
る
。

こ
の
定
義
に
は
、（
1
）ニ
ー
ズ
の
帰
属
先
で
あ
る
こ
と
と
、（
2
）そ
れ
に

対
す
る
主
体
化
の
契
機
の
二
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
当
事
者
と

は
、
た
ん
に
客
観
的
に
ニ
ー
ズ
の
帰
属
を
判
定
さ
れ
る
よ
う
な「
問
題
を
抱

え
た
個
人
」で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
ニ
ー
ズ
を
顕
在
化
さ
せ
た
個
人
」で
あ

る
こ
と
に
な
る
。「
ニ
ー
ズ
の
帰
属
先
」で
あ
る
だ
け
な
ら
、
そ
れ
は
特
定
の

社
会
的
属
性
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の「
位
置position

」に
対
し
て
能

動
的
な「
同
一
化identifi cation

」、
別
言
す
れ
ば「
位
置
的
主
体
化posi-

tional subjectifi cation

」を
果
た
し
た
と
き
に
、
個
人
は「
当
事
者
」と
な
る
。

『
当
事
者
主
権
』の
中
で
、「
当
事
者
で
あ
る
」こ
と
と
、「
当
事
者
に
な
る
」こ

と
と
は
違
う
、
と
言
っ
て
き
た
の
は
こ
の
こ
と
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
同
じ

よ
う
な
潜
在
能
力
を
持
っ
た
人
々
や
、
同
一
の
社
会
的
位
置
に
い
る
と
客
観

的
に
判
定
さ
れ
る
人
々
の
す
べ
て
が「
当
事
者
」に
な
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

ま
し
て
や「
要
求
ニ
ー
ズ
」の
承
認
を
求
め
て
当
事
者
運
動
の
担
い
手
に
な
る

わ
け
で
も
な
い
。
ニ
ー
ズ
の
生
成
過
程
を
重
視
す
る
本
書
の
動
態
的
な
ニ
ー

当
事
者
で
あ
る
こ
と
と
当
事
者
に
な
る
こ
と

6

❖
10 

共
編
者（
編
集
委
員
）は
上
野
千
鶴
子・  

大
熊
由
紀
子・ 

大
沢
真
理・ 

神
野
直
彦・ 

副
田
義
也
、

全
六
巻
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
。
①
ケ
ア
と
い
う
思
想
、
②
ケ
ア
す
る
こ
と
、
③
ケ
ア
さ
れ
る

こ
と
、
④
家
族
の
ケ
ア 

家
族
へ
の
ケ
ア
、
⑤
ケ
ア
を
支
え
る
し
く
み
、
⑥
ケ
ア
を
実
践
す
る
し

か
け
。

❖
11 

こ
う
考
え
れ
ば
多
く
の
差
別
論
が
つ
ま
ず
い
て
き
た
謎
が
解
け
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
被
差
別

者
は
自
ら
が
解
体
し
た
い
と
願
う
被
差
別
カ
テ
ゴ
リ
ー（
女
性
、
障
害
者
、
同
性
愛
者
等
）を
い
っ

た
ん
は
引
き
受
け
る
の
か
、
と
い
う「
矛
盾
」で
あ
る
。「
位
置
」は
社
会
的
に
決
定
さ
れ
る
カ
テ

ゴ
リ
ー
だ
が
、
そ
れ
に
対
す
る「
位
置
的
主
体
化
」は
主
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
同
一
化
を
指
す
。

ジ
ュ
デ
ィ
ス・
バ
ト
ラ
ー
が
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の「
呼
び
か
け
」と
い
う
用
語
を
用
い
て
説
明
し

よ
う
と
す
る
の
は
、
第
三
者
に
よ
る
こ
の「
位
置
」づ
け
で
あ
り
、
そ
の
位
置
へ
の
同
一
化
を
果
た

す
こ
と
で
、
主
体
の
同
一
性identity

は
事
後
的
に
構
築
さ
れ
る
。
つ
ま
り「
女
性
と
し
て
」「
障

害
者
と
し
て
」「
同
性
愛
者
と
し
て
」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
引
き
受
け
る（
従
属
化
＝
主
体
化
）す
る
こ

と
で
、
は
じ
め
て
位
置
的
主
体
化
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
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で
あ
り
、
そ
の
実
践
を 

フ
ェ
ラ
ン
は「
ビ
カ
ミ
ン
グ・
ア
ウ
ト
」と
呼
ぶ
。
そ

し
て
こ
の
性
的
主
体
化
に
は
、「
ゲ
イ
／
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
権
利
」主
張
と
、
し

た
が
っ
て
差
別
へ
の
告
発
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
カ
ミ
ン

グ・ア
ウ
ト
と
は
、
一
度
で
終
わ
ら
な
い
不
断
の
運
動
の
過
程
な
の
だ
。
し

た
が
っ
て
同
性
愛
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
と
、
ゲ
イ
／
レ
ズ
ビ
ア
ン・ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
と
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。

同
じ
よ
う
に「
要
介
護
者
」で
あ
る
こ
と
と
、
要
介
護
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
に

な
る
こ
と
と
は
、
同
じ
で
は
な
い13

❖

。
そ
の
た
め
に
は
ニ
ー
ズ
の
顕
在
化
と
主

体
化
の
契
機
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
社
会
運
動
論
に
は
、
当
事
者
が
潜
在
ニ
ー
ズ
を
顕
在
化
す
る
ア

ク
タ
ー
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
当
事
者
が
ニ
ー

ズ
を
事
後
的
に
充
足
さ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー（
た
だ
乗
り
）」で
あ
る
。
社
会
的
弱
者
の
な
か
に

は
、
自
分
が
要
求
し
た
わ
け
で
も
な
い
権
利
を
、
他
者
に
便
乗
し
て
獲
得
す

る
者
が
い
る
が
、
そ
れ
と
て
自
動
的
に
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
C
型

肝
炎
訴
訟
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
当
事
者
」を「
権
利
を
要
求
し
た
者（
訴
訟

に
加
わ
っ
た
者
）」に
限
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
客
観
的
な
判
定
基
準
に
該
当
す

る
者
の
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
か
で
、「
ニ
ー
ズ
」の
水
準
を
い
か
な
る
範
囲

に
拡
張
も
し
く
は
限
定
す
る
か
は
、
政
治
的
な
争
点
と
な
る
。

介
護
保
険
に
お
い
て
も
、「
要
介
護
者
」と
は
、
自
己
申
告
概
念
で
あ
る
。

要
介
護
を
申
告
し
、
認
定
を
受
け
な
い
限
り
、「
要
介
護
者
」と
は
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
介
護
保
険
一
号
被
保
険
者
は
、
そ
の
ま
ま
で
自
動
的
に

え
て
、
そ
う
で
は
な
い
新
し
い
現
実
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る
構
想
力

を
持
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
自
分
の
ニ
ー
ズ
と
は
何
か
が
わ
か
り
、

人
は
当
事
者
に
な
る
。
ニ
ー
ズ
は
あ
る
の
で
は
な
く
、
つ
く
ら
れ
る
。

ニ
ー
ズ
を
つ
く
る
と
い
う
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
社
会
を
構
想
す
る
こ

と
で
あ
る
。 

﹇ 

中
西・上
野2003: 2-3

﹈

 

中
西・
上
野﹇2003

﹈は
、「
当
事
者
」を
、
通
常
の
用
法「
問
題
を
抱
え
た
個

人
」で
は
な
く
、「
ニ
ー
ズ
の
主
人
公
」と
定
義
し
た
。
し
か
も「
そ
の
ニ
ー

ズ
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
社
会
的
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
権
利
の
主
体
」を
、

「
当
事
者
」と
呼
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
、
た
ん
に「
当
事
者
で
あ
る
」と
い
う
だ

け
で
は
十
分
で
は
な
く
、「
当
事
者
に
な
る
」と
い
う
契
機
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

わ
た
し
は
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
、
ク
ィ
ア・ス
タ
デ
ィ
ズ
の
研
究
者
、
シ
ェ

イ
ン・ 

フ
ェ
ラ
ン﹇ Phelan 1994=1995

﹈か
ら
得
た12

❖

。
ゲ
イ
で
あ
る
こ
と
を
隠

さ
な
か
っ
た
ミ
シ
ェ
ル・
フ
ー
コ
ー
か
ら「
懸
命
に
ゲ
イ
に
な
る
」と
い
う
表

現
を
援
用
し
て
、 

フ
ェ
ラ
ン
は
ゲ
イ
／
レ
ズ
ビ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
の「
カ
ミ

ン
グ・
ア
ウ
トcom

ing-out

」と
は
、
そ
の
つ
ど
の「
ビ
カ
ミ
ン
グ・
ア
ウ
ト

becom
ing-out

」で
あ
る
、
と
言
う
。「
ゲ
イ
／
レ
ズ
ビ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
」

は
、
客
観
的
に
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。「
ゲ
イ

／
レ
ズ
ビ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
」を
引
き
受
け
る
主
体
の
戦
略
、
性
的
主
体
化

の
過
程
を
指
す
。
カ
ミ
ン
グ・ア
ウ
ト
の
た
び
に
、
そ
の
つ
ど
、
主
体
は
ゲ

イ
／
レ
ズ
ビ
ア
ン
に
な
る
こ
と
と
い
う
性
的
主
体
化
を
選
び
と
っ
て
い
る
の
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と
い
う
の
も
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
者
の「
選
好
」は
、「
酒
を
も
っ
と
飲

み
た
い
」と
い
う
選
好
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
分
の
健
康
や
家
族
関
係
、
社
会

的
地
位
を
破
壊
す
る
と
い
う
リ
ス
ク
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
を 

信
田
は「
依
存
症
の
当
事
者
た
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
」と
表
現
す
る
。

す
な
わ
ち「
依
存
症
者
と
認
め
る
こ
と
＝
当
事
者
に
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
の
人
生
を
手
放
し
、
ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
世
界
に
入
っ
て
い
く
に
等
し

い
」﹇ 

信
田2008: 148

﹈か
ら
で
あ
る14

❖

。

依
存
症
者
が「
当
事
者
に
な
る
」の
は
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
む
ず
か
し
い

が
、
当
事
者
能
力
を
欠
い
た
個
人
、
子
ど
も
や
認
知
症
高
齢
者
の
場
合
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。 

信
田
は
児
童
虐
待
を
例
に
と
っ
て
、
専
門
家
の「
当
事
者
性
」

を
宣
言
す
る
。
自
分
に
加
え
ら
れ
た
行
為
を
虐
待
と
認
識
す
る
こ
と
の
で
き

「
要
介
護
者
」で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
選
択
で「
要
介
護
者
」に
な
る
。

し
た
が
っ
て「
要
介
護
者
」の
規
模
や
水
準
を
客
観
的
に
判
定
し
た
り
予
想
し

た
り
す
る
こ
と
に
は
、
根
拠
も
意
味
も
な
い
。
要
介
護
度
区
分
の
判
定
を
見

直
し
た
二
〇
〇
六
年
の
介
護
保
険「
改
訂
」に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、「
要
介
護

状
態
」を
い
か
に
定
義
す
る
か
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
供
給
の
規
模
と
水
準
を

い
か
に
設
定
す
る
か
と
い
う
政
治
的
配
慮
か
ら
逆
算
さ
れ
て
決
定
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。

「
要
介
護
当
事
者
」と
は
要
介
護
の
ニ
ー
ズ
を
顕
在
化
し
、
そ
れ
が
社
会
的

に
満
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
権
利
の
主
体
を
指
す
。
そ
う

で
な
い
高
齢
者
は
、
客
観
的
に
は
同
じ
よ
う
な
心
身
の
状
態
に
あ
っ
て
も
要

介
護
当
事
者
と
は
な
ら
な
い
。「
当
事
者
で
あ
る
」こ
と
よ
り
も
、「
当
事
者

に
な
る
」と
い
う
こ
と
に
意
味
が
発
生
す
る
の
は
、
介
護
保
険
の
よ
う
な
卑

近
な
例
を
と
っ
て
み
て
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
当
事
者
に
な
る
こ
と
は
い
つ
も
容
易
な
わ
け
で
は
な
い
。

ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン（
依
存
症
）・カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
専
門
家
で
あ
る 

信
田
さ

よ
子
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
は「
当
事
者
が
い
な
い
」と
い
う
。

困
っ
た
人
が
い
る
、
そ
の
人
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
、
そ
れ
が

当
事
者
に
と
っ
て
必
要
な
援
助
で
あ
る
と
い
っ
た
、
受
け
手
の
ニ
ー
ズ

と
与
え
手
の
ケ
ア
と
の
一
致
を
前
提
と
し
た
予
定
調
和
的
援
助
関
係
は

望
む
べ
く
も
な
い
。 

﹇ 

信
田2008: 148

﹈

❖
12  

フ
ェ
ラ
ン
に
つ
い
て
最
初
に
教
示
し
て
く
れ
た
の
は
、
松
村
竜
也
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝

し
た
い
。

❖
13 

日
本
の
介
護
保
険
法
で
は
、
要
介
護
認
定
を
受
け
る
に
は
、
本
人
の
申
請
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
い
く
ら
第
三
者
機
関
が
認
定
し
て
く
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
向
こ

う
か
ら
勝
手
に
や
っ
て
き
て
判
定
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
、
し
た
が
っ
て
要
介
護
認
定

に
は
、「
介
護
を
受
け
る
権
利
」と
い
う
被
保
険
者
の
権
利
意
識
が
最
初
か
ら
と
も
な
っ
て
い
る
。

保
険
利
用
を
し
な
い
つ
も
り
で
要
介
護
認
定
を
受
け
る
高
齢
者
は
い
な
い
か
ら
だ
。

❖
14 
こ
れ
を 

信
田
は「
ど
こ
か
犯
罪
者
と
類
似
し
て
い
る
。
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
罰
は
、
処
罰

と
同
時
に
加
害
者
と
し
て
の
当
事
者
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
執
行
さ
れ
る
」﹇ 

信
田

2008: 148
﹈と
指
摘
す
る
。 

セ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
責
任
は
な
い
。
そ
う

な
れ
ば
機
会
集
合
が
豊
富
な（
潜
在
能
力
の
高
い
）個
人
が
犯
し
た
罪
と
、
機
会
集
合
の
貧
し
い

（
潜
在
能
力
に
欠
損
の
あ
る
）個
人
が
犯
し
た
罪
と
で
は
、
責
任
に
軽
重
が
あ
る
の
は
、
当
然
で
あ

ろ
う
。
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し
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
派
生
的
ニ
ー
ズ
の
正
当
性
は
、
一
次
的
ニ
ー
ズ
の

帰
属
先
で
あ
る
当
事
者
に
よ
っ
て
最
終
的
な
判
定
を
く
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
と
え
、
そ
の
時
点
で「
当
事
者
」が
不
在
だ
っ
た
り
判
定
能
力
を

持
た
な
か
っ
た
り
し
た
と
し
て
も
、
事
後
的
に「
当
事
者
に
な
る
」者
た
ち
に

よ
っ
て
。

こ
の
こ
と
を
わ
た
し
に
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
不
登
校
研
究
の
貴
戸
理

恵﹇2005

﹈で
あ
る
。
不
登
校
経
験
者
で
あ
る
貴
戸
は
、
長
じ
て
後
、
大
学
院

で
の
研
究
過
程
で
不
登
校
児
と
し
て
の
当
事
者
性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
そ

の
研
究
の
な
か
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
不
登
校
児
の
も
っ
と
も
近
く

に
い
て
そ
の
味
方
で
あ
っ
た
親
や
支
援
者
も
ま
た
、
当
事
者
と
は
異
な
る
利

害
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。「
不
登
校
も
選
択
の
う
ち
」と
い
う

支
援
の
論
理
は
、
た
し
か
に
不
登
校
児
の
心
理
的
負
担
を
軽
減
す
る
効
果
を

持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
不
登
校
の
子
ど
も
を
持
っ
た
こ
と
で
自
分

の
教
育
責
任
を
責
め
つ
づ
け
て
い
た
親
に
、
自
分
自
身
と
子
ど
も
と
を
同
時

に
救
済
す
る
言
説
資
源
と
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
論
理
の
直
接
の
帰
結
を

「
責
任
」と
し
て
背
負
う
の
は
、
親
で
は
な
く
不
登
校
児
本
人
で
あ
る
。
不
登

校
児
に
と
っ
て
、「
不
登
校
」は「
学
校
へ
行
く
の
も
、
行
か
な
い
の
も
、
選

択
の
う
ち
」と
い
っ
た「
自
由
な
選
択
」を
意
味
し
な
い
。
い
じ
め
や
抑
圧
な

ど
、
圧
倒
的
な
機
会
資
源
の
制
約
の
も
と
で
、
や
む
に
や
ま
れ
ず
追
い
詰
め

ら
れ
た
強
制
の
一
種
で
あ
る
。
し
か
も
学
校
へ
行
く
こ
と
と
行
か
な
い
こ
と

と
は
、
等
価
な
選
択
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
人
生
に
一
生
つ
い
て
ま

わ
る
非
対
称
な
資
源
配
分
を
帰
結
す
る
。
選
択
の
論
理
は
、
責
任
の
帰
結
を

な
い
幼
児
や
子
ど
も
を
虐
待
の
被
害
者
と
判
定
す
る
の
は
、
そ
れ
を「
虐
待
」

と
定
義
し
た
関
与
者
、
児
童
相
談
所
の
職
員
や
学
校
の
教
師
、
相
談
を
受
け

た
医
師
や
専
門
家
で
あ
る
。
あ
る
事
態
を「
虐
待
」と
定
義
し
た
と
き
、
専
門

家
は
そ
の
専
門
性
と
権
威
に
お
い
て「
状
況
の
定
義
権
」を
行
使
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
同
じ
事
態
を「
し
つ
け
」と
定
義
し
た
時
と
ま
っ
た
く
異

な
る
効
果
を
生
む
。
専
門
家
は
そ
こ
に
庇
護
ニ
ー
ズ
を
発
見
し
、
そ
の
主

体
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
田
は
、「
虐
待
と
名
づ
け
た
と
き
、
そ
う
名

づ
け
た
あ
な
た
が
当
事
者
と
な
る
」と
い
さ
さ
か
挑
発
的
な
言
い
方
を
す
る
。

な
ぜ
な
ら
被
虐
待
児
の
親
か
ら
の
分
離
と
い
う「
ニ
ー
ズ
」を
満
た
す
た
め
に

は
、
親
権
に
対
す
る
公
的
介
入
を
招
く
こ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
必
要
に
な

る
か
ら
だ
。
信
田﹇2003

﹈は
子
ど
も
虐
待
の
援
助
者
た
ち
が
、
自
分
の「
状
況

の
定
義
」を
共
有
し
、
支
持
し
、
対
応
策
を
提
示
し
て
く
れ
る
同
僚
や
専
門

家
、
行
政
関
係
者
の
関
与
な
し
で
は
、「
援
助
」が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
指

摘
す
る
。
被
虐
待
児
ニ
ー
ズ
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
ア
ク
タ
ー
間
の

相
互
行
為
過
程
の
な
か
で
こ
そ
、
生
成
す
る
。

だ
が
、
専
門
家
に
は
専
門
家
固
有
の
利
害
が
あ
る
。
援
助
の
専
門
家
は
、

被
援
助
者
の
依
存
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
点
で
は
派
生
的
な
ニ
ー
ズ
は
、
一

次
的
な
ニ
ー
ズ
に
依
存
す
る
。
ち
ょ
う
ど
母
親
が
親
業
を
失
業
し
な
い
た
め

に
子
ど
も
の
自
立
を
妨
げ
る
よ
う
に
、
援
助
者
が
被
援
助
者
に
依
存
す
る
倒

錯
は
い
く
ら
で
も
起
き
う
る
。
こ
の
相
互
行
為
の
過
程
で
は
、
た
し
か
に
援

助
者
や
専
門
家
も
、
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
に
は
ち
が
い
な
い
。
だ
が
こ
の
ニ
ー

ズ
は
あ
く
ま
で
派
生
的
ニ
ー
ズ
で
あ
り
、
一
次
的
ニ
ー
ズ
が
な
け
れ
ば
成
立
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れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
も
最
終
的
な
サ
ー
ビ
ス
や
制
度
が
適
切
か
ど
う
か
は
、
一
次
的

ニ
ー
ズ
の
帰
属
先
で
あ
る
当
事
者
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
児
童
虐
待
と
高
齢
者
虐
待
と
の

非
対
称
性
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
児
童
虐
待
の
場
合
に
は
親
子
の
分
離
が
当
然

視
さ
れ
る
よ
う
な
専
門
家
に
よ
る
危
機
介
入
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
で
も
、

高
齢
者
虐
待
の
場
合
に
は
被
害
者
が
配
偶
者
や
子
ど
も
と
の
世
帯
分
離
に
同

意
し
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
す
れ
ば
、
機
会
集
合
の
限
定
さ
れ
た
高
齢
の
母
親
が
、
子
世
代
へ
の
責

任
を
感
じ
て
年
金
へ
の
寄
生
の
よ
う
な
経
済
的
虐
待
や
身
体
的
虐
待
を
受
忍

し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
以
外
の
選
択
肢
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
し
子
ど
も（
単
身
無
職
の
中
高
年
の
息
子
）に
、
親
に
寄
生
す
る
以
外
の
選
択

肢
が
あ
れ
ば
、
母
親
も
世
帯
分
離
を
選
択
肢
と
し
て
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
子
ど
も
で
な
く
夫
に
よ
る
虐
待（
D　
V
）な
ら
、

世
帯
分
離
は
よ
り
容
易
に
な
る
。 

春
日
は
近
著『
高
齢
者
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』

﹇ 
春
日2008b

﹈で
、
暴
力
を
ふ
る
う
夫
か
ら
離
れ
て
高
齢
者
施
設
に
入
居
を
選

ん
だ
女
性
た
ち
が
、
は
じ
め
て
日
常
生
活
の
平
安
を
手
に
し
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
機
会
集
合
の
限
ら
れ
た
当
事
者
に
、
当
事
者
の「
選
好
」以
外
の
選

択
肢
を
提
供
す
る
こ
と
も
、
支
援
の
重
要
な
一
環
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

と
も
な
う
こ
と
で
、
不
登
校
児
を
さ
ら
に
追
い
詰
め
る
結
果
と
な
る
。
こ
こ

で
の
含
意
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
親
や
支
援
者
が「
代
弁
」

し
た
当
事
者
の
ニ
ー
ズ
は
、
最
終
的
に
は
当
事
者
本
人
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
長
期
に
わ
た
る
過
程
で
あ
っ
て
も
。

こ
の
点
で
、
上
野・ 
中
西
共
編
著﹇2008

﹈に
寄
せ
た 

春
日
キ
ス
ヨ
論
文

「
ニ
ー
ズ
は
な
ぜ
潜
在
化
す
る
の
か
」は
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。 

春
日
は
高

齢
者
虐
待
の
加
害
者
の
ト
ッ
プ
が
、
実
子
で
あ
る
息
子
と
な
っ
た
現
状
を
前

提
に
し
た
う
え
で
、「
親
子
間（
加
害
者
が
息
子
、
な
か
で
も
単
身
無
職
の
息
子
と
被
害
者

が
母
親
）の
虐
待
は
な
ぜ
顕
在
化
し
に
く
い
の
か
」と
問
い
を
立
て
、
加
害
者

も
被
害
者
も
当
事
者
性
を
欠
い
た
ま
ま
、「
問
題
が
潜
在
化
」す
る
構
造
を
論

じ
て
い
る
。「
生
活
が
成
り
立
た
な
い
」状
況
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
息
子
が

「
養
護
者
責
任
」を
背
負
わ
さ
れ
る
現
行
の
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
問
題
を
指

摘
し
、
以
下
の
よ
う
な
処
方
箋
を
提
示
す
る
。

「
高
齢
者
虐
待
防
止
」と「
養
護
者
支
援
」と
い
う
二
つ
の
性
格
を
併
せ

も
つ
現
行
法
か
ら「
養
護
者
支
援
」と
い
う
側
面
を
は
ず
し
、
問
題
当
事

者
は
要
養
護
か
否
か
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
被
虐
待
高
齢
者
で
あ
る
と
い

う
性
格
を
鮮
明
化
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
具
体
的
な
支
援
策
と
実
効
性
を

伴
っ
た
財
源
措
置
を
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。 

﹇ 

春
日2008a: 122

﹈

こ
こ
で
も
一
次
的
ニ
ー
ズ
の
帰
属
先
を
明
示
す
る
こ
と
、
そ
し
て
高
齢
当

事
者
ニ
ー
ズ
と
、「
養
護
者
」ニ
ー
ズ
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
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や
政
策
の
効
果
は
当
事
者
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
最
終
的
に
判
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
制
度
や
政
策
は
無
益
な
だ
け
で
な
く
、

ム
ダ
で
有
害
で
さ
え
あ
る
。 

﹇
上
野・ 中
西
編2008: 3

﹈

制
度
や
政
策
、
サ
ー
ビ
ス
の
最
初
で
最
後
の
判
定
者
が
、
第
一
次
的
な

ニ
ー
ズ
の
主
体
で
あ
る
当
事
者
で
あ
る
こ
と
は
、
何
度
強
調
し
て
も
し
す
ぎ

る
こ
と
は
な
い
。

お
わ
り
に
、 
中
西
と
の
共
編
著『
ニ
ー
ズ
中
心
の
福
祉
社
会
へ
―
当
事

者
主
権
の
次
世
代
福
祉
戦
略
』﹇
上
野・ 中
西
編2008

﹈の「
は
じ
め
に
」か
ら
、
以

下
の
引
用
を
し
て
本
章
を
し
め
く
く
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、「
誰
の
た
め
の
、

何
の
た
め
の
福
祉
か
?
」と
題
し
て
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス
も
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
つ
く
ら
れ
る
。
制
度

お
わ
り
に

7



　
「
よ
い
ケ
ア
」と
は
何
か　

第
Ⅱ
部
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な
ぜ
高
齢
者
を
ケ
ア
す
る
の
か1

❖

?　
こ
の
問
い
は
、
実
は
お
そ
ろ
し
い
問

い
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
根
拠
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
与

え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
今
日
の
基
準

か
ら
見
て
介
護
を
必
要
と
さ
れ
る
高
齢
者
が
必
ず
し
も
ケ
ア
を
与
え
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
現
実
が
あ
る
。
高
齢
者
介
護
と
は
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も

新
し
く
登
場
し
た
ニ
ー
ズ
で
あ
り
、
あ
っ
て
あ
た
り
ま
え
の
も
の
と
し
て
自

明
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

1
章「
ケ
ア
と
は
何
か
」で
は
、
ケ
ア
が
、
育
児
か
ら
介
助
、
介
護
、
さ

ら
に
教
育
か
ら
心
の
ケ
ア
に
至
る
ま
で
の
広
範
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
き
た
。
ケ
ア
の
一
般
理
論
は
、
そ
れ
ら
が
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包

摂
さ
れ
る
よ
う
な
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
同

時
に
、
そ
の
あ
い
だ
に
あ
る
差
異
を
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
書

な
ぜ
高
齢
者
を
ケ
ア
す
る
の
か

1

は「
ケ
ア
の
社
会
学
」を
名
の
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
ケ
ア
を
高
齢
者
介
護
に

限
定
し
て
論
じ
る
が
、
広
義
の「
ケ
ア
」の
概
念
の
う
ち
、
育
児
と
介
護
は
ど

う
違
う
か
、「
ケ
ア
の
社
会
学
」が
高
齢
者
介
護
を
論
じ
る
根
拠
は
何
か
、
を

検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欧
米
圏
の
ケ
ア
論
が
、
ケ
ア
を
第
一

義
的
に
育
児
に
限
定
し
、
高
齢
者
介
護
を
事
後
的
に
つ
け
加
え
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。「
自
然
早
産
」の
状
態
で
生
ま
れ
る
子
ど
も

を
ケ
ア
す
る
こ
と
は
人
間
の
社
会
に
と
っ
て
は
不
可
欠
で
あ
り
自
明
視
さ
れ

る
が
、
高
齢
者
へ
の
ケ
ア
は
自
明
で
も
不
可
欠
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
留
学
経
験
の
あ
る
若
手
の
社
会
学
者 

大
岡
頼
光
は『
な
ぜ

老
人
を
介
護
す
る
の
か2

❖

』﹇ 

大
岡2004

﹈と
い
う
核
心
を
衝
く
題
名
の
著
書
の
な

か
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
ケ
ア
論
に
対
す
る
疑
義
を
提
起
し
て
い
る
。

ケ
ア
に
根
拠
は
あ
る
か

第
4
章

❖
1 

本
書
で
は
原
則
と
し
て「
高
齢
者
」と
い
う
用
語
を
使
い
、「
老
人
」や「
お
年
寄
り
」は
他
の

論
者
か
ら
の
引
用
以
外
に
は
用
い
な
い
。
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欧
米
圏
で
ケ
ア
が
育
児
を
指
す
こ
と
が
自
明
視
さ
れ
た
よ
う
に
、
欧
米
に

お
け
る
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
へ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
も
ま
た
、
ほ
ぼ
対
象

を
育
児
支
援
に
限
定
し
、
高
齢
者
介
護
を
ほ
と
ん
ど
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

 

大
岡
は
、
福
祉
国
家
論
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
の
書
と
し
て
有
名
な
、
ダ
イ

ア
ン・ 

セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
編
の『
福
祉
国
家
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
』﹇ Sainsbury 1994

﹈

の
な
か
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
の
論
者
、
J
・ブ
ッ
セ
マ
カ
ー
& 

K・フ
ァ
ン・ケ

ル
ス
ベ
ル
ゲ
ン
を
と
り
あ
げ
、
彼
ら
が
オ
ラ
ン
ダ
で
は「
男
性
稼
ぎ
手m

ale 
breadw

inner̶

女
性
ケ
ア
係fem

ale care-taker

」モ
デ
ル
の
も
と
、
保
育

サ
ー
ビ
ス
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
す
る
が
、
他
方
で
、
同

じ
モ
デ
ル
の
も
と
で「
老
人
福
祉
」（ 

大
岡
の
用
語
）が
発
達
し
た
こ
と
を
説
明
で

き
て
い
な
い
、
と
批
判
す
る
。

事
実
、
福
祉
国
家
の
社
会
政
策
の
発
展
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
も
の
で
あ
る
。

育
児
、
介
護
、
介
助
を
め
ぐ
る
諸
政
策
、
具
体
的
に
い
え
ば
育
児
支
援
策
、

高
齢
者
福
祉
政
策
、
障
害
者
福
祉
政
策
の
三
つ
の
あ
い
だ
に
、
相
互
に
一
貫

性
も
統
合
性
も
な
い
こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
育
児
支
援

策
に
い
た
っ
て
は
、 

大
岡
の
呼
ぶ「
児
童
福
祉
」政
策
で
す
ら
な
い
。
も
と
も

と
は
女
性
を
労
働
力
化
す
る
た
め
の
労
働
政
策
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば「
女

性
に
や
さ
し
い
」政
策
ど
こ
ろ
か
、
女
性
労
働
力
化
の
コ
ス
ト
を
、
そ
の
労
働

力
の
直
接
の
受
益
者
で
あ
る
私
企
業
に
負
担
さ
せ
る（
企
業
託
児
所on-site child 

care

）代
わ
り
に
、
国
家
が
負
担
す
る（
公
的
託
児
所public child care center

）、
そ
の

実「
企
業
に
や
さ
し
い
」政
策
で
あ
っ
た3

❖

。
ま
た
高
齢
者
福
祉
政
策
が
、
ほ
ん

と
う
に
高
齢
者
の「
福
祉
」や
、「
人
権
」や「
尊
厳
」へ
の
配
慮
か
ら
成
立
し
た

か
も
う
た
が
わ
し
い
。
む
し
ろ
政
策
決
定
過
程
か
ら
見
れ
ば
、
介
護
現
役
世

代
の
介
護
負
担
軽
減
へ
の
国
民
的
合
意
か
ら
成
立
し
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

 

大
岡
が
鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
育
児
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
そ

の
ま
ま
介
護
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
る
。

と
な
れ
ば
、
ケ
ア
の
概
念
の
も
と
に
、
無
媒
介
に
育
児
、
介
護
、
介
助
を
含

め
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
ケ
ア

論
が
、
い
つ
の
ま
に
か
な
し
く
ず
し
に
、
当
初
育
児
に
限
定
的
に
使
わ
れ
て

い
た「
ケ
ア
」の
概
念
を
拡
張
し
て
介
護
を
含
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、

理
論
的
な
再
検
討
が
加
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

 

大
岡
の
批
判
は
、
労
働
力
再
生
産
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に

向
か
う
。
そ
し
て
そ
の
批
判
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
は
、
わ
た
し
自
身
も
含
ま
れ

る
。
彼
は
労
働
力
再
生
産
論
で
は
、
高
齢
者
介
護
は
説
明
で
き
な
い
と
す
る
。

「
福
祉
国
家
は「
労
働
力
の
再
生
産
」の
た
め
に
あ
る
と
い
う
論
理
構
成
で
は
、

老
人
や
障
害
者
な
ど「
今
後
労
働
力
と
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
者
」の
介

護
を
福
祉
国
家
に
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」﹇ 

大
岡2004: 18

﹈。
し
た
が
っ

て「
労
働
力
の
再
生
産
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
児
童
福
祉
と
老
人
福
祉

が
要
請
さ
れ
る
論
理
は
同
じ
で
は
あ
り
え
な
い
」﹇ 

大
岡2004: 18

﹈と
す
る4

❖

。

 

大
岡
は
、
わ
た
し
の
旧
著﹇
上
野1985; 1990

﹈を
克
明
に
た
ど
り
な
が
ら
、

上
野
が「
再
生
産
労
働
」の
概
念
を
、
育
児
か
ら
介
護
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た

こ
と
、
し
か
も
そ
の
概
念
の
拡
張
を
、
理
論
的
な
再
定
義
抜
き
に
暗
黙
裏
に

お
こ
な
っ
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
た
し
か
に 

大
岡
の
批
判
に
は
、
傾
聴
す
べ

き
点
が
あ
る
。
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批
判
の
内
容
を
要
約
し
て
み
よ
う
。
図
3
と
4
は
、『
家
父
長
制
と
資

本
制
』か
ら「
再
生
産
労
働
」の
概
念
を
説
明
し
た
模
式
図﹇
上
野1990: 8-9

﹈の

再
録
だ
が
、
市
場
が
外
部
化
し
た「
家
族
」と
い
う
領
域
で
、
人
間
が
生
産・

再
生
産
さ
れ
る
サ
イ
ク
ル
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。 

大
岡
は
こ
れ
を
衝
い
て
、

（
1
）育
児
は「
再
生
産
労
働
」に
あ
た
る
か
も
し
れ
な
い
が
、（
2
）介
護
と
介

助
は
次
世
代
の
労
働
力
の
再
生
産
に
は
あ
た
ら
ず
、
上
野
の
マ
ル
ク
ス
主
義

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
前
期
と
違
っ
て
後
期
に
は「
再
生
産
」の
概
念
を
説
明
抜
き

に
拡
張
し
て
い
る
、
と
批
判
す
る
。

 

大
岡
の
指
摘
す
る
通
り
、
一
九
八
五
年
刊
の
海
鳴
社
版『
資
本
制
と
家
事

労
働
』﹇
上
野1985

﹈で
は
上
野
は「
再
生
産
労
働
」の
概
念
を
ほ
ぼ「
育
児
」に
限

定
し
て
使
用
し
て
い
る5

❖

。
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
の
言
う
よ
う
に
、
出
産・育
児

を「
他
人
の
再
生
産
」と
し
て
と
ら
え
、
資
本
制
が
市
場
化
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
最
後
の
人
間
労
働
、
そ
れ
を
市
場
化
す
れ
ば
市
場
自
体
が
成
り
立
た
な

産業軍事型社会

家　族

労働力

資源・
エネルギー 産業廃棄物

老　人
病　人
障害者

病　人
障害者
（廃兵）

子供
誕生

成人女子
（予備軍） （退役兵）

家族

死
老人

自　然

市　　場
= =

（現役兵）

成人男子

=

図3

図4

❖
2 

な
お
、 

大
岡
と
類
似
の
書
名
に
、 

増
田・ 

山
本
編
の『
解
く　

介
護
の
思
想

―
な
ぜ
人
は

介
護
す
る
の
か
』﹇ 

増
田・ 

山
本2004

﹈が
あ
る
が
、
宗
教
学
者
か
ら
歯
科
衛
生
士
ま
で
幅
広
い
著

者
を
網
羅
し
た
こ
の
共
編
著
は
、
問
題
関
心
が
ば
ら
ば
ら
で
、
一
貫
性
が
な
い
。
主
と
し
て
キ
リ

ス
ト
教
倫
理
学
の
立
場
に
立
つ
こ
の
本
で
、
副
題
に
あ
る
問
い
に
と
り
く
ん
で
い
る
の
は
、
聖
書

学
者
の 

八
木
誠
一
な
ど
だ
が
、
そ
れ
も「
介
護
の
本
質
」を「
人
格
関
係
」と
と
ら
え
る「
形
而
上
学

的
」な
も
の
で
あ
り
、「
ケ
ア
」に
介
護
を
含
め
な
い 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
よ
り
は
本
書
の
問
題
関
心
に
近

い
と
は
い
え
、
本
書
の
問
い
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
。「
ケ
ア
の
本
質
」は
か
く

あ
る
べ
き
だ
が
、
現
実
の
ケ
ア
は
そ
う
で
な
い
、
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う

実
践
的
な
問
い
に
答
え
な
い（
答
え
る
関
心
を
持
た
な
い
）点
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
超
越
的
な

ケ
ア
論
は
、
本
書
2
章
の
ケ
ア
の
倫
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
批
判
と
同
じ
く
、“D

o not 
preach!”

と
言
っ
て
お
け
ば
た
り
る
。

❖
3 

一
九
八
六
年
の
ア
グ
ネ
ス
論
争（
別
名
子
連
れ
出
勤
論
争
）を
思
い
だ
し
て
ほ
し
い
。
子
連

れ
出
勤
を
し
た
い
な
ら
、
当
然
母
親
労
働
者
の
受
益
者
で
あ
る
企
業
が
企
業
託
児
施
設
を
完
備
す

る
べ
き
だ
、
と
い
う
主
張
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
日
本
で
は
主
流
に
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の

は
、
六
〇
年
代
の「
ポ
ス
ト
の
数
ほ
ど
保
育
所
を
」の
運
動
を
通
じ
て
、
す
で
に
国
際
的
に
は
高
水

準
の
入
所
率
を
達
成
し
た
公
的
託
児
施
設
が
日
本
に
は
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
既

婚
女
性
の
就
労
率
が
い
ち
じ
る
し
く
高
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
公
的
託
児
施
設
へ
の
要
求
が
低

調
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
普
及
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も（
既
婚
）女
性
労
働
者

の
採
用
に
よ
っ
て
受
益
す
る
企
業
の
負
担
を
、
納
税
者
が
代
わ
っ
て
背
負
う
理
由
は
な
い
、
と
い

う
議
論
が
主
流
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
事
実
、
日
本
で
も
っ
と
も
最
初
の
託
児
所
は
、
旧
電
電
公

社（
現
N　
T　
T
）が
設
置
し
た
企
業
内
託
児
施
設
で
あ
る
。
熟
練
労
働
者
で
あ
る
電
話
交
換
手
が
、

出
産
後
も
長
期
就
労
継
続
が
で
き
る
よ
う
に
、
と
い
う「
企
業
利
益
」か
ら
だ
っ
た
。
旧
共
産
圏
で

は
ど
こ
も
公
的
託
児
施
設
が
充
実
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も「
国
家
総
動
員
体
制
」の
も
と
で
の
女
性

の
労
働
力
化
の
た
め
で
あ
っ
て
、
女
性
政
策
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
的
に
あ
き
ら
か
に
さ

れ
て
い
る﹇
ア
グ
ネ
ス
論
争
を
楽
し
む
会
編1988; 

上
野・前・ 田
中1993

﹈。
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に
至
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
介
護
が「
家
族
の
中
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

自
体
は
大
き
な
問
題
と
さ
れ
な
い
」と
い
う
が
、
そ
の
指
摘
は
正
し
く
な
い
。

「
労
働
の
性
別
配
置
」は
、「
公
私
の
分
離
」を
通
じ
て
、「
再
生
産
の
私
的
領

域
へ
の
配
当
」と
結
び
つ
い
て
い
る
。「
家
父
長
制
」を「
再
生
産
費
用
の
分
配

問
題
」﹇ 

瀬
地
山1996

﹈に
置
き
換
え
れ
ば
、
そ
れ
に
は「
性
別
配
置
」だ
け
で
な

く
、「
再
生
産
の
私
事
化（
私
的
領
域
へ
の
配
当
）」へ
の
批
判
が
と
も
な
っ
て
い
る
。

介
護
の
問
題
に
は
、「
家
族
へ
の
閉
じ
こ
め
」が
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

こ
と
は 

大
岡
の
指
摘
の
通
り
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
わ
た
し
の
著
作
で
も
す
で

に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ひ
ら
た
く
い
え
ば 

大
岡
の
主
張
は
、「
育
児
支
援
」と「
老
人
介
護
」と
は
違

う
、
前
者
の
コ
ス
ト
を
社
会
が
負
担
す
る
こ
と
は
労
働
力
再
生
産
論
で
正
当

化
で
き
る（
子
ど
も
は
何
よ
り
も
次
世
代
の
労
働
力
だ
か
ら
）が
、
後
者
は
そ
れ
で
は
正

当
化
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら「
老
人
介
護
」に
は
べ
つ

の
正
当
化
根
拠
が
要
る
。
そ
れ
が
彼
の
問
い
、「
な
ぜ
老
人
を
介
護
す
る
の

か
?
」で
あ
る
。

問
い
は
よ
い
。
そ
こ
か
ら 

大
岡
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
宗
教
社
会
学
に
依
拠

し
て
思
い
が
け
な
い
方
向
へ
と
論
を
展
開
す
る
。
そ
れ
が「
老
人
介
護
の
最

終
的
根
拠
」と
し
て
の「
人
格
崇
拝
」説﹇ 

大
岡2004: 30

﹈で
あ
る
。
さ
ら
に「
人

格
崇
拝
」を
、
共
同
性
を
媒
介
と
し
て
死
者
を
含
む
祖
先
崇
拝
に
ま
で
結
び

つ
け
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
論
に
も
と
づ
く「
人
格
」概
念
と
は「
自
立
し

た
意
思
決
定
能
力
を
持
つ
人
格
」の
こ
と
だ
か
ら
、
死
者
ま
で
を
含
み
う
る

の
か
、
人
格
崇
拝
が
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
祖
先
崇
拝
に
接
続
す
る
の
か
は
、 

大

く
な
る
外
部
コ
ス
ト
と
し
て
と
ら
え
た6

❖

。
だ
が
、
そ
の
当
時
す
で
に
家
庭

内
で
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
高
齢
者
介
護
が
、
上
野
の
論
点
に
含
ま

れ
な
い
こ
と
を
竹
中
恵
美
子
ら
か
ら
批
判
さ
れ
、
九
〇
年
の『
家
父
長
制
と

資
本
制
』﹇
上
野1990
﹈の
な
か
で
は
、「
再
生
産
労
働
」の
な
か
に「
介
護
」を
加

え
て
い
る
。 

大
岡
の
引
用
に
よ
れ
ば（
他
人
が
自
分
の
著
作
を
引
用
し
て
い
る
部
分
を
再

引
用
す
る
の
も
お
か
し
な
も
の
だ
が
）、「
二
つ
の
再
生
産
労
働
、
育
児
労
働
と
老
親

介
護
労
働
」「
老
親
介
護
と
い
う
再
生
産（
の
終
点
に
あ
る
）労
働
」﹇
上
野1990: 240

﹈、

「
人
間
の
生
命
を
産
み
育
て
、
そ
の
死
を
み
と
る
と
い
う
労
働（
再
生
産
労
働
）」

﹇
上
野1990: 307

﹈と
い
う
表
現
で
、
た
し
か
に「
再
生
産
労
働
」に
介
護
を
加
え

て
い
る
。「
出
産・育
児
＝
再
生
産
労
働
と
い
う
上
野
の
当
初
の
定
義
を
と
る

な
ら
、
老
人
介
護
は
再
生
産
労
働
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
」﹇ 

大
岡2004: 20

﹈に

も
か
か
わ
ら
ず
、
上
野
は「
な
ぜ「
再
生
産
」概
念
の
出
産・育
児
へ
の
限
定
を

外
し
、
老
人
介
護
を
含
む
よ
う
に
し
た
の
か
」﹇ 

大
岡2004: 21
﹈と 
大
岡
は
問
い

か
け
る
。

上
野
は
八
五
年
に
は
狭
義
の「
再
生
産
」概
念
を
採
用
し
て
い
た
が
、
九
〇

年
に
は
広
義
の「
再
生
産
」概
念
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
、
と
抗
弁
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、 

大
岡
の
言
う
よ
う
に
、
そ
の
概
念
の
拡
張
再
定
義

を
、
理
論
的
な
説
明
も
正
当
化
も
与
え
ず
に
、
な
し
く
ず
し
に
お
こ
な
っ
た
、

と
い
う
批
判
は
当
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

 

大
岡
は
、
自
分
の
立
て
た
問
い
に
対
し
て
自
ら
解
を
与
え
る
。
だ
が
、
そ

の
答
は
当
た
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
彼
は
、
上
野
が「
家
父
長
制
」す
な

わ
ち「
労
働
の
性
別
配
置
」だ
け
を
問
題
に
し
た
結
果
、
介
護
を
と
り
あ
げ
る
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の
無
根
拠
性
を
あ
ば
く
彼
の
議
論
は
、
そ
の
ま
ま
自
ら
の
議
論
の
無
根
拠
性

を
も
示
す
こ
と
で
破
綻
に
終
わ
っ
て
い
る8

❖

。

こ
こ
で
は
、
彼
自
身
が
そ
の
問
い
に
答
え
得
た
か
ど
う
か
は
と
も
あ
れ
、

岡
の
議
論
を
読
ん
で
も
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
国
家
を

「
拡
大
さ
れ
た〈
家
〉」（
そ
う
言
え
ばstate

を「
国
の
家
」と
訳
す
日
本
語
の
言
語
感
覚
自
体
が
、

何
か
の
陰
謀
だ
と
思
う
が
）と
見
な
し
、
死
者
に
同
一
化
す
る
民
族
的
共
同
性
を
想

定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
示
さ
れ
な
い7

❖

。

「
老
人
福
祉
の
根
拠
は
弱
者
保
護
の
た
め
に「
国
民
の
家
」が
あ
る
と
い
う
、

拡
大
さ
れ
た〈
家
〉の
境
界
の
論
理
か
ら
し
か
出
て
こ
な
か
っ
た
」﹇ 

大
岡2004: 

36

﹈と
い
う 

大
岡
の
指
摘
は
、「
国
民
の
家
」理
念
を
持
つ
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ

ア
諸
国
に
は
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
が
、
普
遍
性
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
だ

が
、「
拡
大
さ
れ
た〈
家
〉」に
境
界
が
あ
る
と
い
う
彼
の
指
摘
は
、
福
祉
国
家

の
排
他
性
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な「
家
族
国
家
」観
も「
人

格
崇
拝
」の
よ
う
な
死
者
と
の
共
同
性
も
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト・ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

の
言
葉
を
借
り
れ
ば「
想
像
の
共
同
体im

agined com
m

unity
」に
ほ
か
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
い
ず
れ
も「
根
拠
の
な
い
信
念
集
合
」し
た
が
っ
て「
宗

教
」と
呼
ぶ
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
な
ら
っ
て「
宗

教
」を「
集
合
表
象
」と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
社
会
的
な
合
意
に
よ
る
歴
史

的
な
産
物
だ
か
ら
、
時
代
と
文
化
に
よ
っ
て
変
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

よ
う
な
規
範
を「
最
終
的
根
拠
」と
呼
ぶ
の
は
適
切
で
は
な
い
。

な
ぜ
高
齢
者
を
ケ
ア
す
る
の
か
?

こ
の
根
源
的
な
問
い
に
対
し
て
、 

大
岡
の
議
論
は
、
前
半
の
批
判
は
正
し

い（
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
再
生
産
論
は
、
高
齢
者
介
護
の
正
当
化
根
拠
に
な
ら
な
い
）

が
、
後
半
の
解
答
に
至
っ
て
、
自
ら
の
宗
教
社
会
学
の
土
俵
に
議
論
を
引
き

入
れ
る
た
め
の
牽
強
付
会
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
前
半
で
高
齢
者
介
護

❖
4  

大
岡
は
同
書
の
注（
14
）で「
老
人
福
祉
は
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
の
お
か
げ
で
、
在
宅

の
女
性
が
働
き
に
で
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
形
で
女
性
の
労
働
力
を
作
り
出
し
う

る
の
で
、「
労
働
力
の
再
生
産
」に
当
た
る
面
も
あ
る
」﹇ 

大
岡2004: 29

﹈と
留
保
を
つ
け
て
い
る
。

だ
が
、
こ
れ
で
は（
1
）ケ
ア
と
い
う
行
為
が「
再
生
産
労
働
」で
あ
る
、
と
い
う
定
義
に
合
わ
な
く

な
る
だ
け
で
な
く
、（
2
）在
宅
の
高
齢
者
を「
ケ
ア
す
べ
き
」と
い
う
規
範
の
存
在
抜
き
に
は
説
明

で
き
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
高
齢
者
を
た
ん
に
ネ
グ
レ
ク
ト
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
ま
た
可
能

だ
か
ら
で
あ
る
。「
な
ぜ
老
人
を
介
護
す
る
の
か
?
」と
い
う
根
拠
を
問
う 

大
岡
の
立
論
に
と
っ
て

は
、
介
護
す
べ
き
高
齢
者
を
前
提
と
し
て
そ
の
代
替
選
択
肢
を
論
じ
る
の
は
、
た
ん
な
る
循
環
論

法
と
な
ろ
う
。

❖
5 

わ
た
し
が
依
拠
し
た
ナ
タ
リ
ー・ 

ソ
コ
ロ
フ﹇ Sokoloff  1980=1987

﹈は
家
事
労
働
に
介
護

を
ま
っ
た
く
含
め
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
は
介
護
の
不
可
視
性
と
い
う
ア
メ
リ
カ
的
バ
イ
ア
ス
が
か

か
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
も
十
分
な
配
慮
が
足
り
な
い
の
は
、

こ
れ
も
ア
メ
リ
カ
的
バ
イ
ア
ス
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

❖
6 

再
生
産
コ
ス
ト
に
第
一
次
社
会
化
過
程
の
み
な
ら
ず
、
第
二
次
社
会
化
コ
ス
ト
ま
で
を
加

え
た
の
は
、
子
ど
も
の
社
会
化
期
間
が
長
期
化
す
る
近
代
の
歴
史
的
背
景
を
織
り
こ
ん
だ
も
の
で

あ
る
。

❖
7 

高
齢
者
は
死
者
で
は
な
く
、「
死
に
ゆ
く
人
」と
同
義
で
も
な
い
。
死
者
と
の
共
同
性
が

あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
高
齢
者
介
護
の
根
拠
に
な
る
と
は
言
え
な
い
。
姥
捨
て
慣
行
の

あ
る
社
会
で
も
、
死
者
の
供
養
や
祖
先
崇
拝
は
お
こ
な
わ
れ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

❖
8 

前
半
の
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
判
と
後
半
の
デ
ュ
ル
ケ
ミ
ア
ン
宗
教
社
会
学
的

立
場
と
は
そ
の
問
題
系
を
ま
っ
た
く
異
に
し
て
お
り
、
前
半
で
立
て
ら
れ
た
問
い
に
後
半
の
議
論

が
答
え
て
い
る
よ
う
に
は
論
文
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
前
半
と
後
半
と
の
あ
い
だ
に

は
断
絶
が
あ
り
、
整
合
的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
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明
社
会
と
は
こ
の「
廃
棄・処
分
」の
過
程
が
長
期
化
し
た
時
代
、
言
い
換
え

れ
ば
生
命
維
持
の
コ
ス
ト
が
高
く
な
っ
た
時
代
と
言
っ
て
よ
い
。
財
や
生
命

の
生
産
の
み
な
ら
ず
、
廃
棄・処
分
の
過
程
を
公
的
な
領
域
か
ら
排
除
し
て

不
可
視
化
し
た
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
死
や
病
や
障
害
を
見
え
な
く
し
た
こ
と

が
、
ケ
ア
と
い
う
そ
の「
外
部
コ
ス
ト
」の
過
小
評
価
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
、

両
者
の
あ
い
だ
の
論
理
的
な
パ
ラ
レ
ル
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

理
論
モ
デ
ル
の
拡
張
解
釈
を
促
す
根
拠
に
は
、
経
験
的
な
現
実
の
変
化
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
人
口
高
齢
化
に
と
も
な
う
介
護
問
題
の
可
視
化
と
い
う
歴

史
的
要
因
で
あ
る
。
理
論
が
現
実
の
変
化
を
予
告
す
る
よ
り
は
、
そ
の
逆
に
、

現
実
の
変
化
に
理
論
が
追
随
す
る
場
合
の
ほ
う
が
一
般
的
だ
か
ら
、
人
口
高

齢
化
と
い
う
未
曾
有
の
歴
史
的
事
態
に
直
面
し
て
、
あ
た
ら
し
い
対
象
領
域

が
登
場
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
概
念
の
拡
張
が
要
請
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、

経
験
的
に
は
妥
当
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
産
業
社
会
が「
外
部
コ
ス
ト
」

を
支
払
う
こ
と
に
ひ
さ
し
く
同
意
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に（
も
ち
ろ
ん
そ
の
た

め
に
、
事
後
的
に
汚
染
や
公
害
の
よ
う
な
大
き
な
負
債
を
支
払
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
）、

人
間
の
再
生
産
に
お
け
る「
外
部
コ
ス
ト
」が
存
在
す
る
こ
と
の
認
識
と
、
そ

の
支
払
い
に
社
会
が
合
意
す
る
か
ど
う
か
は
べ
つ
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
人
口
高
齢
化
が
、
た
だ
ち
に「
外
部
コ
ス
ト
」の
増
大
を
招
く
か
ど
う
か

も
検
証
の
必
要
が
あ
る
。
高
齢
化
そ
の
も
の
は
、
栄
養
水
準
や
衛
生
水
準
、

医
療
水
準
、
介
護
水
準
な
ど
の
上
昇
の
結
果
で
あ
っ
て
、
原
因
で
は
な
い
。

平
均
寿
命
の
延
長
は
、
総
じ
て
高
齢
者
の
生
活
水
準
が
上
が
っ
た
こ
と
に
帰

次
の
三
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は（
1
）彼
の
立
て
た
問
い
が
根
源
的

で
あ
る
こ
と
、（
2
）マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
彼
の
批
判
は

的
確
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て（
3
）高
齢
者
介
護
は
依
然
と
し
て
無
根
拠

の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

問
い
を
再
生
産
論
に
さ
し
も
ど
そ
う
。
こ
こ
で
の
問
い
は
以
下
の
ふ
た
つ

で
あ
る
。

（
1
） 再
生
産
労
働
に「
介
護
」を
含
め
る
こ
と
は
妥
当
か
?

（
2
） そ
う
す
る
こ
と
で
、
再
生
産
論
に
何
が
可
能
に
な
る
か
?

第
一
の
問
い
に
は
、
理
論
的
な
答
と
経
験
的
な
答
と
が
あ
る
。

理
論
的
に
は
、
生
産・
再
生
産
の
サ
イ
ク
ル
に
は
、
生
産・
流
通・
消
費
に

加
え
て
移
転・廃
棄・処
分
の
過
程
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
後
者
の
過
程
を
見

逃
し
て
き
た
こ
と
が
汚
染
や
廃
棄
物
な
ど
の「
外
部
コ
ス
ト
」の
過
小
評
価

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
野
の
旧
著﹇
上
野1990; 

2009

﹈の
な
か
で
も
、
産
業
廃
棄
物
と
産
業
社
会
の「
廃
兵
」と
の
論
理
的
な

パ
ラ
レ
ル
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
解
釈
の
妥
当
性
は

主
張
し
て
よ
い
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
な
か
に
、
物
質
的
な
財
の
み
な
ら
ず
生

命
を
含
み
こ
む
と
し
た
ら9

❖

、
生
命
の
生
産・再
生
産
の
サ
イ
ク
ル
に
、
生
産

に
加
え
て
廃
棄・処
分
の
過
程
を
つ
け
く
わ
え
る
の
は
、
た
ん
に
生
産
論
が

見
落
と
し
て
い
た
フ
ァ
ク
タ
ー
を
補
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。「
生
命
の
廃
棄・

処
分
」と
い
う
表
現
は
一
部
の
人
々
に
眉
を
ひ
そ
め
さ
せ
る
だ
ろ
う
が
、
文

介
護
は
再
生
産
労
働
か

2
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洗
い
立
て
の
シ
ー
ツ
に
寝
て
、
温
か
い
料
理
を
食
し
、
い
つ
も
清
潔
な
下

着
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
、
か
つ
て
な
ら
上
流
階
層
の
人
々
に
し
か
可
能
で

な
か
っ
た
生
活
を
多
く
の
人
々
が
送
る
よ
う
に
な
る
と
、
家
事
の
要
求
水
準

は
い
ち
じ
る
し
く
上
昇
す
る
。
こ
れ
を「
擬
装
労
働
」と
呼
ぶ
論
者
も
い
る
が

﹇ 

梅
棹1959; 

上
野1982

﹈、「
文
化
的
な
最
低
限
の
生
活
」水
準
は
、
い
っ
た
ん
成

立
す
る
と
社
会
規
範
と
し
て
機
能
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
く
な
る
。
第
二
に
、
家
事
労
働
も
ま
た
商
品
化
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
市

場
と
市
場
の
外
部
と
に
配
置
さ
れ
た
家
事
労
働
の
境
界
は
歴
史
的
に
シ
フ
ト

す
る
。
家
事
に
は
も
う
ひ
と
つ
、「
他
者
に
移
転
可
能
な
」と
い
う「
第
三
者

基
準
」が
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
洗
濯
を
妻
に
委
ね
る
こ
と
も
、
家
事
使
用

人
に
委
ね
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
を

買
う
こ
と
も
で
き
る
。
家
事
労
働
の
歴
史
研
究
が
教
え
る
の
は
、
か
つ
て
家

事
使
用
人
が
お
こ
な
っ
て
い
た
労
働
を
、
や
が
て
使
用
人
を
失
っ
た
中
産
階

級
の
主
婦
が
自
分
で
お
こ
な
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、
サ
ー
ビ
ス
商
品
と

し
て
市
場
化
が
進
行
し
た
、
と
い
う
経
緯
で
あ
る﹇ O

akley 1974=1986

﹈。

さ
て
こ
こ
で
、「
家
事
労
働
」と
い
う
記
述
的
な
概
念
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
用
語
法
に
し
た
が
っ
て
、「
再
生
産
労
働
」と
概
念
化
し
て

因
す
る
。
裏
返
し
に
言
え
ば
高
齢
者
を
放
置
し
て
お
け
ば10

❖

彼
ら
の
平
均
余
命

は
下
が
る
だ
ろ
う
。
介
護
の
手
厚
さ
と
寝
た
き
り
期
間
の
長
さ
と
に
は
相
関

関
係
が
あ
る
か
ら
、
所
得
階
層
に
よ
る
平
均
余
命
を
測
定
す
れ
ば
、
ミ
も
フ

タ
も
な
い
結
果
が
出
る
こ
と
だ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
家
事
労
働
論
に
よ
れ
ば
、「
家
事
と
は

何
か
」と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
理
論
的
な
答
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
ろ
も
ろ
の
家
事
の
項
目
を
列
挙
す
る
こ
と
で
、
経
験
的
な
答
を
出
す
こ
と

も
む
ず
か
し
い
。「
家
事
」と
は
記
述
概
念
で
あ
っ
て
分
析
概
念
で
は
な
い
。

「
家
事
」を
定
義
す
る
こ
こ
ろ
み
は
、「
家
事
と
は
、
産
業
化
の
過
程
で
、
市

場
の
外
に
と
り
の
こ
さ
れ
た
不
払
い
労
働
の
う
ち
、
都
市
の
賃
労
働
者
の
世

帯
に
わ
り
あ
て
ら
れ
た
再
生
産
労
働
」と
い
う
歴
史
的
で
経
験
的
な
定
義
に

と
ど
ま
る
ほ
か
な
い
。「
市
場
の
外
に
と
り
の
こ
さ
れ
た
不
払
い
労
働
」に
は
、

農
家
の
自
家
消
費
の
た
め
の
生
産
労
働
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
サ
ブ
シ
ス
テ

ン
ス
経
済（
実
体
経
済
、
自
給
自
足
の
こ
と
）の
も
と
で
も
、
ど
こ
ま
で
が
マ
ル
ク
ス

の
い
う
生
産
労
働
で
、
ど
こ
か
ら
が
不
生
産
労
働
か
を
、
線
引
き
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
家
事
と
は
、
都
市
の
賃
労
働
者
世
帯
の
な
か
で
、
主
と
し

て
女
性
に
配
当
さ
れ
た
不
払
い
労
働
と
し
て
事
後
的
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ・ デ
ル
フ
ィ﹇ D

elphy 1984=1996

﹈は
、
家
事

労
働
の「
都
市
的
基
準urban criteria

」と
呼
ん
だ
の
で
あ
る11

❖

。

し
た
が
っ
て
、
ど
こ
ま
で
が
家
事
労
働
か
?　
と
い
う
範
囲
は
、
歴
史
的

に
変
動
す
る
。
第
一
に
、「
家
事
」の
水
準
が（
主
と
し
て
技
術
と
階
層
要
因
に
よ
っ

て
）歴
史
的
に
変
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。

❖
9 
経
済
学
で
は
ヒ
ト
も
人
材
や
人
的
資
源
と
し
て
、
生
産
や
配
分
の
対
象
と
な
る
。
人
的
資
源

の
生
産
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
そ
の
廃
棄
を
も
再
生
産
の
サ
イ
ク
ル
に
含
め
る
の
は
妥
当
だ
ろ
う
。

❖
10 

こ
れ
を
ネ
グ
レ
ク
ト
と
い
う
名
の
虐
待
、
と
呼
び
始
め
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

❖
11 

家
事
労
働
の「
都
市
的
基
準
」が
成
り
立
っ
た
の
ち
に
、
は
じ
め
て
農
家
の
主
婦
の
生
産
労

働
と
家
事
労
働
と
の
あ
い
だ
の
経
験
的
な
区
別
が
可
能
に
な
っ
た
。
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同
じ
こ
と
は
介
護
に
つ
い
て
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

歴
史
的
に
考
え
れ
ば
、
第
一
に
、
高
齢
者
介
護
の
要
求
水
準
が
上
が
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
介
護
が
長
期
化
し
た
。
そ
れ
以
前
に
栄
養
水
準
、
衛
生
水

準
、
医
療
水
準
の
向
上
に
よ
る
平
均
寿
命
の
延
長
が
あ
る
。
つ
ま
り
人
は
か

ん
た
ん
に
死
な
な
く
な
っ
た
、
の
で
あ
る
。
介
護
負
担
の
増
加
に
は
、
こ
の

要
介
護
の
重
度
化
と
長
期
化
と
い
う
要
因
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
に
、
介
護
の「
外
注
」す
な
わ
ち
代
替
選
択
肢
が
存
在
し
な
い
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
前
近
代
社
会
や
近
代
奴
隷
制
下
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
上
流
階

級
の
高
齢
者
や
障
害
者
に
は
、
召
使
い
や
奴
隷
が
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
大
衆
的
な
規
模
の
高
齢
化
そ
の
も
の
が
歴
史
的
に
前
例
の

な
い
経
験
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
家
族
介
護
に
代
わ
る
代
替
選
択
肢
が
歴
史

的
に
未
成
熟
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
家
族
介
護
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
、
過
去
の
家
族
に
介
護
力
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。「
昔
の
家

族
は
…
…
」育
児
力
が
あ
っ
た
と
か
、
介
護
力
が
あ
っ
た
と
か
い
う
ノ
ス
タ

ル
ジ
ー
は
、
現
在
の
育
児
や
介
護
に
要
求
さ
れ
る
水
準
を
考
慮
に
入
れ
な
い

点
で
、「
あ
り
も
し
な
い
過
去
の
想
像
的
な
回
顧
」と
い
う「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」

の
定
義
に
、
み
ご
と
に
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち「
介
護
の
家
族
化
」そ
の
も

の
が
歴
史
的
に
は
新
し
い
現
象
な
の
で
あ
る
。

以
上
に
加
え
て
、
介
護
に
は
育
児
に
は
な
い
、
以
下
の
ふ
た
つ
の
要
因
が

関
与
し
て
い
る
。
高
齢
者
の
ス
ト
ッ
ク（
資
産
）と
子
世
代
の
フ
ロ
ー
と
い
う

階
層
問
題
と
し
て
の
介
護

3

み
よ
う
。
育
児
を
例
に
と
れ
ば
、
以
上
の
ふ
た
つ
の
歴
史
的
変
動
過
程
が
よ

く
あ
て
は
ま
る
。
第
一
に
、
育
児
に
要
求
さ
れ
る
期
待
水
準
が
い
ち
じ
る
し

く
上
が
っ
た
た
め
に
、
世
帯
内
の
育
児
コ
ス
ト
は
高
く
つ
く
よ
う
に
な
っ

た
。
近
代
家
族
論
の
な
か
で
は
こ
れ
を「
子
ど
も
中
心
主
義
」と
呼
ぶ﹇ Shorter 

1975=1987;  

落
合1989;   
山
田
昌
弘1994

﹈。
近
代
化
に
と
も
な
っ
て
出
生
児
数
が

減
少
し
た
の
は
、
こ
の「
子
ど
も
中
心
主
義
」の
結
果

0

0

で
あ
っ
て
、
原
因

0

0

で
は

な
い
こ
と
は
近
代
家
族
論
の
今
や
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
中
世
ま
で
は
、
子

捨
て
、
子
殺
し
、
子
売
り
、
里
子
な
ど
の
慣
行
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
子
ど

も
の
生
存
率
は
低
か
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
以
上
の
よ
う
な
行
為
が

「
児
童
虐
待
」と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

第
二
に
、
育
児（
と
い
う「
他
人
の
再
生
産
」）に
も「
第
三
者
基
準
」は
あ
て
は
ま

る
。
出
産
を
除
い
て
、
そ
の
直
後
か
ら
授
乳
を
含
む
他
の
す
べ
て
の
養
育
行

動
は「
外
注
」す
な
わ
ち「
他
者
へ
の
移
転
」が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
前
近
代

に
は
上
流
家
庭
で
は
乳
母
に
、
中
流
家
庭
で
は
里
親
に
委
ね
て
い
た
育
児
が
、

や
が
て
生
物
学
的
母
に
よ
る「
専
業
育
児
」に
と
っ
て
代
わ
り
、
そ
れ
も
ま
た

女
性
の
労
働
参
加
に
よ
っ
て「
社
会
化
」さ
れ
る
よ
う
に
な
る（
育
児
の「
社
会
化
」

に
は
、
市
場
化
オ
プ
シ
ョ
ン
と
非
市
場
化
オ
プ
シ
ョ
ン
の
二
種
類
が
あ
る
）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

生
殖
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
受
胎
や
妊
娠
、
出
産
ま
で「
外
注
」可
能
に

な
っ
た
の
だ
か
ら
、「
再
生
産
の
市
場
化
」は
、
も
し
か
し
た
ら
夢
―
も
し

悪
夢
で
な
け
れ
ば
―
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
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以
下
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
上
層
で
は
自
助
能
力
の
高
い
高
齢
者
に

よ
る
選
択
的
別
居
、
下
層
で
は
扶
養
能
力
の
な
い
子
世
代
に
よ
る
遺
棄
型
別

居
、
そ
れ
に
対
し
て
中
層
で
は
遺
棄
す
る
に
は
至
ら
な
い
が
、
別
居
を
選
択

す
る
ま
で
の
ゆ
と
り
も
な
い
子
世
代
に
よ
る「
し
ぶ
し
ぶ
同
居
」が
多
い
、
と
。

同
居
し
て
い
れ
ば
要
介
護
の
現
実
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
、
介
護「
問

題
」は
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
さ
れ
る（
そ
の
実
、
同
居
し
て
い
て
も
、
無
視・遺
棄
と
い
う「
虐

待
」は
い
く
ら
も
あ
る
）。

こ
の
よ
う
な
経
済
要
因
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、「
介
護
」と
は
そ
の
実
、

「
階
層
問
題
」で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
家
事
や
育
児
と
変
わ
ら
な
い
。
家
事
専

業
や
育
児
専
従
も
ま
た
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
主
婦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
母
性
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
め
て
、
階
層
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
1
章
で
あ
げ
た

エ
ミ
リ
ー・  エ
イ
ベ
ル
の「
ケ
ア
の
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」﹇ Abel 2000

﹈

に
よ
れ
ば
、「
介
護
す
る
権
利
」は
歴
史
的
に
あ
と
に
な
っ
て
登
場
し
た
も
の

に
す
ぎ
ず
、
低
階
層
の
人
々
に
と
っ
て
は
最
近
ま
で
存
在
し
な
い
も
同
然

だ
っ
た
。

も
う
い
ち
ど
先
に
あ
げ
た
問
い
に
戻
ろ
う
。

（
1
） 再
生
産
労
働
に「
介
護
」を
含
め
る
こ
と
は
妥
当
か
?

（
2
） そ
う
す
る
こ
と
で
、
再
生
産
論
に
何
が
可
能
に
な
る
か
?

第
一
の
問
い
に
対
し
て
は
、
前
節
ま
で
で
答
え
た
。
つ
ま
り「
家
事
」の
経

験
的
定
義
の
な
か
に
、
歴
史
的
文
脈
の
も
と
で「
介
護
」が
含
ま
れ
る
よ
う
に

家
族
介
護
と
は
何
か

―
再
び
再
生
産
費
用
の
分
配
問
題
を
め
ぐって

4

経
済
要
因
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
と
違
っ
て
高
齢
者
は
、
年
少
の
者
を
統
制
す

る
権
力
や
威
信
、
そ
れ
に
富
と
い
う
財
を
持
っ
て
い
る
。
貨
幣
経
済
の
な
い

社
会
で
も
、
高
齢
者
は
権
力
を
威
信
財
に
変
え
て
、
若
年
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
長
老
支
配
を
お
こ
な
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
家
父
長
制
の
ミ
ニ

マ
ム
の
定
義
は
、「
男
性
に
よ
る
女
性
お
よ
び
年
少
の
男
性
に
対
す
る
支
配
」

﹇
上
野1990; 2009d

﹈だ
が
、
こ
の
定
義
の
な
か
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
だ
け
で
な

く
世
代
と
い
う
変
数
が
含
ま
れ
て
い
る
。
高
齢
者
の
扶
養
に
は
、「
孝
行
」と

い
っ
た
規
範
的
な
強
制
力
だ
け
で
な
く
、
富
や
威
信
と
い
う
ス
ト
ッ
ク
を
介

し
て
の
誘
導
や
圧
力
も
あ
る
。
現
在
で
も
財
産
分
与
を
手
段
と
し
て
、
複
数

の
子
ど
も
の
あ
い
だ
を
高
齢
者
が
操
作
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
子
世
代
の
余
裕
の
有
無
が
あ
る
。
扶
養
能
力
の
な
い

子
世
代
に
と
っ
て
は
、（
た
と
え
親
が
要
介
護
状
態
で
あ
っ
て
も
） 「
介
護
」は「
問
題
」

と
な
ら
な
い
。
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、
介
護
が「
問
題
」と
な
る
の
は
、
子
世
代

に
そ
れ
を
選
択
す
る
余
裕
が
あ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

日
本
社
会
に
お
け
る
高
齢
者
同
居
率
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
西
欧
社
会
に

比
べ
て
日
本
の
高
齢
者
同
居
率（
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
子
世
帯
と
同
居
し
て
い
る
割

合
）は
、
年
々
低
下
し
て
い
る
と
は
い
え
、
二
〇
一
〇
年
の
時
点
で
も
ま
だ

四
〇
%
台
を
維
持
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
階
層
変
数
を
ク
ロ
ス
し
て
み

る
と
、
上
層
と
下
層
で
は
同
居
率
が
下
が
り
、
中
層
で
の
み
高
く
な
る
、
と

い
う
パ
タ
ー
ン
を
示
す
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
階
層
と
同
居
率
に
相
関
が

な
い
、
と
い
う
こ
の
デ
ー
タ
の
示
す
事
実
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
え
ば
、
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て
登
場
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、（
3
）そ
の
上
で
、
本
論
が
主
と
し

て「
介
護
」場
面
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。

理
論
的
に
は
、
ケ
ア
を
以
上
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
再
生

産
労
働
論
の
枠
組
で
論
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
第
二
の
問
い
が
ま
だ
解
か
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う

に
再
定
義
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
再
生
産
論
に
何
が
可
能
に
な
る
か
、
と
い

う
問
い
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
家
事
労
働
を
再
生
産
費
用
の
分
配

問
題
と
し
て
解
い
た
。
再
生
産
労
働
を
世
帯
内
で
完
結
す
る
も
の
と
見
な

さ
な
け
れ
ば
、
再
生
産
費
用
の
分
配
問
題
の
解
決
に
は
、（
1
）私
事
化

privatization  （
2
）社
会
化socialization

（
国
家
化
と
も
呼
ぶ
）  （
3
）市
場
化

m
arketization

（
商
品
化com

m
odifi cation 

と
も
呼
ぶ
）の
三
つ
の
選
択
肢
が
あ
る12

❖

。

も
う
い
ち
ど
、「
家
事
労
働
」問
題
と
は
何
だ
っ
た
か
?　
を
ふ
り
か
え
っ

て
み
よ
う
。（
1
）再
生
産
費
用
と
い
う
、
社
会
が
存
続
す
る
た
め
に
不
可
欠

な
労
働
を
市
場
の
外
部
す
な
わ
ち
家
族
に
、（
2
）し
か
も
不
当
に
支
払
わ
れ

な
い（
価
値
を
認
め
ら
れ
な
い
）労
働
と
し
て
、（
3
）ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
離
の
も
と
で

も
っ
ぱ
ら
女
性
に
性
別
配
当
し
た
こ
と
、
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
い

う
問
題
を
立
て
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、「
な
ぜ
女
ば
か
り
が
家
事
を
す
る
の

か
?
」と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
れ
は「
不
当
だ
」と
い
う
解
が
与
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
市
場
が
そ
の
外
部
に
ひ
そ
か
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て「
市
場
の
自
己
完
結
性
」と
は
虚
構
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
暴
露

さ
れ
た
の
だ
。

な
り
、
そ
の
比
重
が
増
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
理
論
的
概
念
も

経
験
的
現
実
の
変
化
に
追
い
つ
く
よ
う
に
変
容
を
迫
ら
れ
る
か
ら
、
広
義

の「
家
事
労
働
」に「
介
護
」を
含
め
る
こ
と
は
妥
当
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
経
験
的

現
実
を
た
ん
に
追
認
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
う
し
な
い
よ
り
は
、
そ
う
す
る
ほ

う
が
ず
っ
と
よ
い
。
さ
ら
に
理
論
的
に
は
、
そ
れ
を「
再
生
産
労
働
」と
呼
び

う
る
の
は
、「
人
間
の
生
産
」（
ま
た
は「
生
命
の
生
産
」と
も
い
う
）を
指
す
に
至
っ
た

「
再
生
産
」の
概
念
が
、
生
産・流
通・消
費
の
ほ
か
に
移
転・廃
棄・処
分
を
含

む
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
再
生
産
労
働

を
、
生
誕
か
ら
死
亡
ま
で
の
人
間
の
生
命
の
サ
イ
ク
ル
の
す
べ
て
に
か
か
わ

る
労
働
、
と
再
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
再
生
産
労
働
に
育
児・

介
護・介
助
を
含
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
包
含
す
る
上
位
概
念
と

し
て「
ケ
ア
」を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
生
命
の
再
生
産
の
サ
イ
ク
ル
の
う
ち
、

「
ケ
ア
」の
概
念
が
主
と
し
て「
成
長
」に
関
わ
る
概
念
と
見
な
さ
れ
て
き
た
の

は
、
前
半
の
サ
イ
ク
ル
の
み
が
強
調
さ
れ
、
後
半
の
サ
イ
ク
ル
が
見
逃
さ
れ

て
き
た
結
果
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
財
の
生
産
の
サ
イ
ク

ル
に
つ
い
て
も
前
半
の
サ
イ
ク
ル
の
み
が
強
調
さ
れ
て
き
た
効
果
の
ひ
と
つ

が
、
生
産
主
義
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。「
ケ
ア
」に
は
た
し
か
に
再
生
産
の

サ
イ
ク
ル
の
両
面
、
成
長
期
と
衰
退
期
の
生
命
の
サ
イ
ク
ル
の
す
べ
て
が
か

か
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
ケ
ア
の
概
念
を
育
児
の
み
な
ら
ず
介

護
、
介
助
、
看
護
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、（
1
）「
ケ
ア
労
働
」を「
再
生
産
労
働
」と
同
義
に

用
い
、（
2
）そ
の
な
か
で
も「
育
児
」よ
り「
介
護
」の
ほ
う
が
歴
史
的
に
遅
れ
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の
再
生
産
労
働
論
の
蓄
積
が
す
べ
て
利
用
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題

構
制
は
そ
の
ま
ま
、
エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル
セ
ン
ら
の
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム

論﹇Esping-Andersen 1990=2001

﹈の
家
族
化
、
商
品
化
、
脱
商
品
化
の
議
論
と

接
続
す
る
。

「
家
族
介
護
」は
別
名「
私
的
扶
養
」と
も
、
非
家
族
的
な
介
護
は「
社
会
的

扶
養
」と
も
呼
ば
れ
る
。
家
族
介
護
が
非
家
族
的
な
介
護
と
同
時
に
成
立
し

た
よ
う
に
、
私
的
扶
養
も
社
会
的（
公
的
）扶
養
と
同
時
に
、
か
つ
相
互
に
排

他
的
に
概
念
化
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
社
会
的
扶
養
、
言
い
換
え
れ
ば

「
援
助
」が
い
か
に
正
当
化
さ
れ
る
か
?
　
と
い
う
根
源
的
な
問
題
を
、
障
害

者
福
祉
を
専
門
と
す
る
岩
崎
晋
也﹇2002

﹈が
立
て
て
い
る13

❖

。

援
助
は
正
当
化
さ
れ
る
か

5

介
護
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。「
依
存
の
私
事
化privatiza-

tion of dependency

」﹇Finem
an 1995=2003

﹈の
帰
結
の
一
つ
で
あ
る「
家
族

介
護
」は
、「
私
事
化
」以
外
の
選
択
肢
が
提
示
さ
れ
な
い
限
り
そ
も
そ
も
概

念
化
さ
れ
え
な
い
。
ち
ょ
う
ど
歴
史
的
に
は
家
事
労
働
が
市
場
労
働
と
同

時
に
成
立
し
た
よ
う
に
、
家
族
介
護
は
、
非
家
族
的
な
介
護（
社
会
化
で
あ
れ
、

市
場
化
で
あ
れ
）と
の
対
比
の
も
と
で
は
じ
め
て
概
念
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

福
祉
国
家
の
起
源
を
一
九
世
紀
の
救
貧
法
に
求
め
る
な
ら
、
国
家
と
い
う
ア

ク
タ
ー
は
、
市
場
の
成
立
と
同
時
に
、「
市
場
の
失
敗
」に
対
し
て
そ
れ
を
補

完
す
る
制
度
を
準
備
し
て
い
た
の
だ
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
暗
黙
裡
に「
家

族
の
失
敗
」が
前
提
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
う
言
い
方
で
は
正

確
で
は
な
い
。
近
代
家
族
の
形
成
期
に
は
、
家
族
は
失
敗
す
る
以
前
に
成
立

さ
え
し
て
い
な
か
っ
た
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
近
代
家
族
は
そ

の
形
成
過
程
を
通
じ
て「
依
存
の
私
事
化
」す
な
わ
ち
再
生
産
費
用
の
家
族
領

域
へ
の
配
当
を
、
事
後
的
に
可
能
に
し
て
き
た
の
だ
、
と
。

以
上
を
再
確
認
し
よ
う
。
介
護
を「
再
生
産
労
働
」に
含
め
る
こ
と
で
、
理

論
的
に
も
実
践
的
に
も
何
が
可
能
に
な
る
か
?
　
答
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
介

護
と
い
う
再
生
産
費
用
の
分
配
問
題
の
解
を
、
歴
史
的
に
解
く
こ
と
が
可
能

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
家
族
、
市
場
、
国
家
、
言
い
か
え
れ
ば
、

私
事
化
、
市
場
化
、
国
家
化
の
三
つ
の
領
域
の
あ
い
だ
の
歴
史
的
な
配
当
の

変
容
を
論
じ
る
こ
と
で
、
家
族
介
護
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
理
論
的
に
は
育
児
と
介
護
は
た
し
か
に
相
互
に
独
立
し
た
ふ
た
つ
の

人
間
活
動
だ
が
、「
ケ
ア
」を
両
者
の
上
位
概
念
と
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で

❖
12 

こ
こ
で
用
語
法
を
整
理
し
て
お
こ
う
。「
再
生
産
」と
い
う
概
念
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の「
生

産・再
生
産
」の
概
念
を
離
れ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
で「
生
命
の
再
生
産
」活
動
を
含
意
す
る

よ
う
に
再
定
義
さ
れ
て
流
通
し
て
い
る
よ
う
に
、「
私
領
域
」と
い
う
用
語
は
、
マ
ル
ク
ス
理
論
で

は
本
来
市
場
を
含
む
が
、
近
年
の
用
語
法
で
は「
家
族
」や「
世
帯
」を
限
定
的
に
指
示
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
他
方
、「
社
会
化socialization

」に
は
、
も
と
も
と
公
共
化
と
市
場
化
の
ふ
た
つ
の
オ

プ
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
国
家
を
ア
ク
タ
ー
と
す
る
公
共
化
の
意
味
に
限
定
し
て
用
い
る

こ
と
で
、「
国
家
化
」と
い
う
用
語
を
採
用
す
る
。
も
っ
と
詳
し
く
言
え
ば
、
公
共
化
も
ま
た
、
公

（
共
）化
す
な
わ
ち
国
家
化
と
、（
公
）共
化
す
な
わ
ち
市
民
社
会
化
と
に
下
位
分
割
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
9
章
で
後
述
す
る
。
社
会
化
の
う
ち
市
場
化
に
つ
い
て
は
商
品
化
と

互
換
的
に
用
い
る
が
、
近
年
の
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
が「
商
品
化
」と
い
う
概
念
を
定
着
さ
せ
て

き
て
い
る
た
め
に
、
商
品
化
の
ほ
う
を
採
用
し
た
い
。
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よ
く
知
ら
れ
た
批
判
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん「
援
助
」に
規
範
性
が
は
い
っ
て
く
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

岩
崎
に
よ
れ
ば
、「
援
助
シ
ス
テ
ム
」と
は
、「（
援
助
と
い
う
）社
会
規
範
に
も

と
づ
く
制
度
化
さ
れ
た（
社
会
の
）シ
ス
テ
ム
」﹇
岩
崎2003: 71

﹈の
こ
と
で
あ
る
。

「
社
会
規
範
」は
、「
社
会
的
合
意
」と
お
き
か
え
て
も
よ
い
か
ら
、
こ
の
定
義

は
た
ん
に
歴
史
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
超
越
性
も
倫
理
性
も
要
求
し

な
い
。
岩
崎
は「
援
助（
た
す
け
る
こ
と
）」に
、「
慈
善
、
友
愛
、
惻
隠
の
情
」と

い
っ
た「
内
発
的
動
機
」を
あ
げ
る
が
、
こ
う
い
う
利
他
的
な「
人
間
の
本
質
」

を
も
ち
だ
さ
な
く
て
も
、「
た
す
け
る
こ
と
」が「
社
会
規
範
」で
あ
り
さ
え

す
れ
ば
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
制
度
的
に（
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
慣
習
的
に
）成
り
立
つ
。

人
は
愛
情
が
な
く
て
も「
援
助
」を
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
ま
た「
援
助
す

べ
し
」と
い
う
社
会
規
範
が
あ
れ
ば
、
援
助
し
な
い
こ
と
で「
罪
悪
感
」を
覚

え
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

そ
の
う
え
で
、
岩
崎
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
近
代
市
民
社
会
理
解
に
も
と
づ

い
て
、「
自
立
社
会
の
失
敗
コ
ス
ト
」と
し
て「
援
助
シ
ス
テ
ム
」を
と
ら
え
る
。

そ
の
前
提
に
あ
る
の
は「
自
立
社
会
の
神
話
」、
す
な
わ
ち「
自
立
し
た
功
利

的
個
人
」か
ら
な
る
は
ず
の
市
場
シ
ス
テ
ム
が
、
そ
の
実
そ
れ
だ
け
で
は
完

結
し
て
い
な
い
、
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
共
通
し
た
認
識

で
あ
る
。

彼
は
自
立
社
会
で
あ
る
近
代
市
民
社
会
が
、
以
下
の
二
重
の
分
配
シ
ス
テ

ム
か
ら
成
る
と
い
う
。
ひ
と
つ
は
自
立
主
体
に
よ
る
合
理
的
な
財
と
労
働
の

交
換
か
ら
な
る
市
場
シ
ス
テ
ム
、
も
う
ひ
と
つ
は
私
的
扶
養
に
よ
る
二
次
的

大
岡
の
介
護
の
正
当
化
根
拠
と
い
い
、
岩
崎
の「
援
助
の
正
当
化
問
題
」と

い
い
、
こ
う
い
う
根
源
的
な
問
い
を
立
て
る
と
き
の
論
者
は
、
用
語
法
の
う

ち
に
介
護
す
な
わ
ち「
社
会
的
介
護
」、
援
助
す
な
わ
ち「
社
会
的
援
助
」を
意

味
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
暗
黙
の
前
提
と
し
て「
家
族
介
護
」は
自
明
視
さ

れ
て
い
る
。
彼
ら
の
問
い
は
、
そ
の
実「
社
会
的
介
護
は
い
か
に
正
当
化
さ

れ
る
か
?
」「
社
会
的
援
助
は
い
か
に
正
当
化
さ
れ
る
か
?
」と
お
き
か
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
裏
側
に
あ
る
、「
家
族
介
護
は
い
か
に
正
当
化
さ
れ

る
か
?
」は
け
っ
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る14

❖

（
家
族
介
護
に
つ
い
て
は

5
章
で
扱
う
）。

社
会
福
祉（「
介
護
」や「
援
助
」を
含
む
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
な
用
語
と
し
て
、
一
般
に
使
わ
れ
る
こ

の
用
語
を
採
用
し
て
お
こ
う
）が
社
会
的
に
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば

持
ち
出
さ
れ
る
の
が「
社
会
連
帯social solidarity
」説
で
あ
る
。
だ
が
岩

崎
は
こ
の「
手
垢
が
つ
い
て
誰
も
信
じ
な
く
な
っ
た
言
葉
」﹇
岩
崎2002: 119

﹈を

採
用
し
な
い
。
そ
し
て
も
っ
と
合
理
性
の
あ
る
根
拠
を
求
め
る
。
そ
の
姿
勢

は
よ
い
。

「
社
会
連
帯
」説
は
、
社
会
の
成
員
が
互
い
に
尊
厳
を
認
め
合
う
と
い
う

「
利
他
」説
に
立
つ
。
だ
が
、（
1
）他
の
倫
理
的
な
立
場
と
同
じ
く
、
人
間
に

本
来
そ
の
よ
う
な
利
他
性
が
あ
る
、
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
主
観
的
願
望
に

す
ぎ
な
い
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
た
ん
に
論
証
も
反
証
も
不
可
能
な
公
準
命

題
に
す
ぎ
な
い
。（
2
）ま
た「
連
帯
」の
基
盤
に
あ
る「
帰
属
」、
す
な
わ
ち
ど

の
範
囲
ま
で
を
互
い
に「
集
団
の
成
員（
な
か
ま
）」と
認
め
る
か
に
よ
っ
て
必

然
的
に
排
他
性
を
と
も
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
福
祉
国
家
論
の
な
か
で
は
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ま
と
め
よ
う
。「
援
助
シ
ス
テ
ム
」に
は「
市
場
の
失
敗
」と「
家
族
の
失
敗
」

の
両
方
を
補
完
す
る
役
割
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は「
自
立
社
会
」を

維
持
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
れ
が「
集
合
的
利
益
」を
最
大
化
す
る

た
め
の
手
段
な
の
だ
、
と
。
こ
こ
か
ら 

岩
崎
は
、「
障
害
者
」と
は
、
自
立

社
会
が
生
み
出
し
た
派
生
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、「
自
立
社
会
」の
理
念

に
よ
っ
て「
で
き
な
く
さ
せ
ら
れ
たdisabled

」人
々
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る15

❖

。

し
た
が
っ
て
ノ
ー
マ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は「
自
立
社
会
や
国
家
の
作
為・不
作

為
」に
よ
っ
て「
価
値
を
低
め
ら
れ
た
人
」た
ち
に
よ
る
、
そ
の「
損
害
に
対
す

る
補
償
要
求
」の
こ
と
で
あ
る
、
と「
ニ
ー
ズ
」を
定
義
し
て
い
く
。
倫
理
的

な
議
論
を
禁
じ
手
に
し
た
う
え
で
、「
自
立
社
会
」が
自
ら
の
論
理
に
よ
っ

て「
援
助
」を
正
当
化
す
る
、
と
い
う 

岩
崎
の
論
理
の
展
開
は
あ
ざ
や
か
だ
が
、

そ
れ
で
も
解
決
で
き
な
い
問
題
が
い
く
つ
も
残
る
。

な
分
配
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。「
援
助
シ
ス
テ
ム
」と
は
、
両
者
の
い
ず
れ
で
も

な
い「
第
三
の
分
配
シ
ス
テ
ム
」す
な
わ
ち「
援
助
か
ら
私
的
扶
養
を
除
外
し
、

労
働
力
の
交
換
で
も
私
的
扶
養
で
も
な
く
、
ニ
ー
ズ
を
基
盤
に
財（
モ
ノ
や
サ
ー

ビ
ス
）を
社
会
的
に
再
分
配
す
る
シ
ス
テ
ム（
第
三
の
分
配
シ
ス
テ
ム
）」と
す
る
。

こ
の
議
論
は
、
福
祉
国
家
論
の「
市
場
の
失
敗
」説
と
重
な
る
が
、
そ
れ
に

加
え
て「
家
族
の
失
敗
」を
論
理
的
に
含
む
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
市
民
社
会
論
そ
の
も
の
が
、
一
方
で
は
市
場
に
お
け
る「
合
理
的（
功

利
的
）個
人
」を
前
提
し
な
が
ら
、
他
方
で
家
族
内
で
自
分
の
利
益
を
無
条
件

に
わ
か
ち
あ
う「
利
他
的
個
人
」を
想
定
す
る
と
い
う
人
間
観
の
二
重
基
準
を

採
用
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
貫
性
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
。 

岩
崎
の
市
民

社
会
理
解
は
こ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
彼
は
市
民
社
会

の
二
重
性
を
指
摘
す
る
点
で
、「
自
立
主
体
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
」が
、
そ
の

実
、
す
こ
し
も「
自
立
」も「
完
結
」も
し
て
お
ら
ず
、
第
二
と
第
三
の
分
配
シ

ス
テ
ム
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
ほ
か
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

た
だ
し
、 

岩
崎
も「
第
二
の
分
配
シ
ス
テ
ム
」で
あ
る「
私
的
扶
養
」を
自
明

視
し
て
お
り
、
こ
の
領
域
に
主
婦
と
子
ど
も
を「
従
属
者
」と
し
て
配
置
す
る
。

だ
が
、
女
は
子
ど
も
と
い
う「
一
次
的
依
存
」を
引
き
受
け
る
こ
と
で「
二
次
的

依
存
」を
か
か
え
る
だ
け
で
、
女
性
が
は
じ
め
か
ら「
自
立
主
体
」で
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
裏
返
せ
ば
、「
自
立
主
体
」と
は
再
生
産
労
働
を
女
性
に
依
存
す

る
こ
と
で
、
そ
の
実「
依
存
的
存
在
」で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
を
忘
れ
て
い
ら
れ

る（
男
性
）主
体（
フ
ォ
ル
バ
ー
に
し
た
が
え
ば
）に
ほ
か
な
ら
ず
、 

岩
崎
の
い
う
よ
う
に

「
自
立
社
会
」と
は
、「
神
話
」に
す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

❖
13  

岩
崎
が「
援
助
」と
い
う
用
語
を
採
用
す
る
の
は
、
障
害
者
介
助
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

❖
14  

大
岡
の「
国
民
の
家
」と
い
う
概
念
も
、「
家
」に
お
け
る
介
護
の
自
然
性
を
自
明
の
前
提
と

し
て
お
り
、「
家
」を
拡
大
し
た
と
き
に「
国
家
」に
よ
る
介
護
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
立
論
を

と
っ
て
い
る
。
他
方
、「
家
」の
内
部
に
彼
の
議
論
が
立
ち
入
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
彼
の「
家

父
長
制
」概
念
へ
の
無
理
解
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

❖
15 「
障
害disability

」を
、
障
害
者
が
原
因
で「
で
き
な
い
こ
とdisable

」か
ら
、
社
会
が
原
因

で「
で
き
な
く
さ
せ
ら
れ
た
こ
とdisabled

」と
見
な
す
立
場
を
、
障
害
の「
社
会
モ
デ
ル
」と
呼

ぶ
。
こ
の
社
会
モ
デ
ル
の
成
立
に
は
障
害
学disability studies

が
大
き
く
貢
献
し
た
。
障
害
学

に
つ
い
て
は
、 

石
川
准
や 
長
瀬
修
等
の
著
作
を
参
照
し
て
ほ
し
い﹇ 

石
川・ 

長
瀬1999; 

石
川・ 

倉

本2002

﹈。
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に
分
け
入
っ
て
、「
ケ
ア
の
私
事
化
」の
内
部
に
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
政
治
を

問
う
た
。
そ
し
て「
ケ
ア
の
私
事
化
」と
は
、
家
族
介
護
に
根
拠
は
あ
る
か
、

と
い
う
問
題
化
を
も
た
ら
す
効
果
を
持
っ
た
。

家
族
介
護
は
ほ
ん
と
う
に
自
明
な
の
だ
ろ
う
か
?　
家
族
に
介
護
責
任
は

あ
る
か
?　
こ
の
め
っ
た
に
問
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
、
こ
れ
も
ま
た
お
そ
ろ

し
い
問
い
に
は
、
意
外
な
答
が
待
っ
て
い
る
。

「
日
本
型
福
祉
」に
お
い
て
家
族
は「
含
み
資
産
」と
し
て
あ
て
に
さ
れ
、
家

族
介
護
は
自
明
視
さ
れ
て
き
た﹇ 

大
沢
編2004

﹈。
2
章
と
3
章
で
は
、
家
族
介

護
は
他
に
代
替
選
択
肢
が
な
い
こ
と
で
、「
強
制
労
働
」と
も
な
り
う
る
こ

と
を
論
じ
た
。
だ
が
、「
介
護
を
ど
こ
ま
で
誰
の
役
割
と
し
て
強
制
で
き
る

か
?
」―
こ
の
問
い
を
立
て
た
の
は
、
民
法
学
者
の 

上
野
雅
和﹇2001

﹈で
あ

る
。
こ
こ
で
い
う「
強
制
」と
は「
法
的
強
制
」を
指
す
。
彼
は
家
族
介
護
責
任

に「
法
的
根
拠
」が
あ
る
か
、
を
問
う
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
現
行
の
民
法
の
も
と
で
は
家
族
に（
法
的
）介
護
義
務

は
な
い
。
こ
れ
が
彼
の
答
で
あ
る
。

一
九
四
八
年
の
改
正
民
法
の
も
と
で
、
民
法
上
の
扶
養
義
務
の
範
囲
は

（
1
）直
系
親
族
間
お
よ
び（
2
）夫
婦
間
に
限
定
さ
れ
た（
親
族
間
に
は
互
助
義
務
の

み
が
あ
る
）。
直
系
親
族
間
の
扶
養
義
務
は
、
さ
ら
に
①
親
か
ら
子
へ
の
生
活

保
持
義
務
と
、
②
子
か
ら
親
へ
の
生
活
扶
助
義
務
と
に
分
け
ら
れ
る
。
①
生

活
保
持
義
務
と
は
、
た
と
え
自
分
の
生
活
を
犠
牲
に
し
て
も
子
の
生
活
を
支

家
族
に
介
護
責
任
は
あ
る
か

6

第
一
に
、「
市
場
の
失
敗
」と「
家
族
の
失
敗
」の
コ
ス
ト
を
、「
国
家
」が
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
な
い
。「
福
祉
国
家
」論
は
、
国
家
以
外
の

多
元
的
な
ア
ク
タ
ー
を
含
む「
福
祉
社
会
」論﹇ 

武
川1999

﹈へ
と
道
を
ゆ
ず
り
つ

つ
あ
る
が
、「
失
敗
」の
コ
ス
ト
を
家
族・市
場・国
家・市
民
社
会
の
い
ず
れ
が

支
払
う
べ
き
か
の
分
配
問
題
は
べ
つ
に
議
論
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、「
自
立
社
会
」は
当
然
に
も
こ
の
コ
ス
ト
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
こ
の
コ
ス
ト
の
発
生
そ
の
も
の
の
抑
制
、
す
な

わ
ち
優
生
政
策
へ
は
あ
と
一
歩
で
あ
る
。
世
界
で
も
っ
と
も
福
祉
先
進
国
と

言
わ
れ
て
き
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
、
比
較
的
最
近
ま
で
、
長
き
に
わ
た
っ
て

障
害
者
の
断
種
手
術
を
実
施
し
て
き
た
こ
と
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
理
想
視

す
る
人
々
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
が
、
福
祉
国
家
の
合
理
的
選
択
と
考
え
れ

ば
な
ん
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。 

大
岡
の
言
う
よ
う
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

社
会
は「
人
格
崇
拝
」や「
個
人
の
尊
厳
」の
た
め
に
高
度
の
福
祉
を
実
践
し
て

き
た
の
で
は
な
く
、
所
得
格
差
を
少
な
く
す
る
強
い
再
分
配
政
策
を
国
民
的

合
意
に
よ
っ
て
採
用
し
た
た
め
に
、「
合
理
的
」に
コ
ス
ト
の
軽
減
を
は
か
っ

た
の
だ
、
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
介
護
や
援
助
や
ケ
ア
の
根
拠
を
語
る
ど
の
議
論
に
も
お

ど
ろ
く
ほ
ど
共
通
す
る
の
は
、「
私
的
扶
養
」と
も
呼
ば
れ
る「
家
族
介
護
」の

自
明
視
で
あ
る
。
市
場
で
自
己
利
益
を
最
大
化
す
べ
く
利
己
的
に
ふ
る
ま
う

功
利
的
な
個
人
が
、
家
族
に
対
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
寛
大
に
わ
か
ち
あ
う
利

他
的
な
家
長
で
あ
る
、
と
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
人
間
観
は
、
一
貫
性
を
欠

い
た
ま
こ
と
に
あ
や
し
む
べ
き
も
の
だ
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
こ
の
世
帯
内
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法
の
解
釈
し
だ
い
で
は
、「
生
活
」の
な
か
に
経
済
的
要
素
だ
け
で
な
く
、

介
護
ニ
ー
ズ
を
含
め
て
拡
張
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
場
合
も
、
介
護
ニ
ー
ズ
の
判
定
者
は
誰
か
、
そ
の
充
足
の
責
任
者
は
誰

か
、
と
考
え
て
い
け
ば
、
た
と
え
子
で
あ
っ
て
も
、
介
護
責
任
を
果
た
さ
な

か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
法
的
処
罰
が
可
能
に
な
る
と
は
考
え
に
く
い
。
同

居
子
で
あ
っ
て
も
責
任
が
問
い
に
く
い
と
な
れ
ば
、
別
居
子
な
ら
な
お
の
こ

と
問
い
に
く
い
だ
ろ
う
。
ま
た
子
の
配
偶
者
な
ら
、
ま
す
ま
す
責
任
を
問
わ

れ
る
こ
と
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
法
は
、
直
系
親
族
間
の
扶
養
義

務
し
か
規
定
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
親
子
関
係
の
う
ち
親
か
ら

子
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
子
に
対
す
る
養
育
の
ネ
グ
レ
ク
ト
は
虐
待

と
い
う
名
の
犯
罪
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
拡
張
解
釈
す
る
な
ら
、
高
齢
者
に
つ

い
て
も
同
じ
虐
待
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
帰
責
の
対
象
が
誰

な
の
か
、
が
さ
ら
な
る
争
点
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
直
系
親
族
だ
と
し
た
ら

同
居
子・別
居
子
を
含
め
て
子
の
す
べ
て
な
の
か
、
同
居
子
の
責
任
が
よ
り

重
い
の
か
、
同
居
子
の
配
偶
者
は
含
ま
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
別
居
子
は
同

居
子
以
上
に
、「
ネ
グ
レ
ク
ト
」の
責
任
を
強
く
問
わ
れ
る
の
か（
そ
も
そ
も
別
居

に
よ
っ
て
介
護
ニ
ー
ズ
を「
ネ
グ
レ
ク
ト
」す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）。
こ
う
い
う
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
無
意
味
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
法
の
成
立
が
、

ど
ん
な
保
守
的
な
家
族
原
理
主
義
者
に
よ
っ
て
も
、
支
持
さ
れ
る
と
は
考
え

に
く
い
か
ら
だ
。

民
法
の
限
界
を
補
う
た
め
に
、
二
〇
〇
六
年
に
高
齢
者
虐
待
防
止
法
が

成
立
し
、
虐
待
の
な
か
に
殴
る・蹴
る
の
よ
う
な
身
体
的
虐
待
だ
け
で
な
く
、

え
る
義
務
で
あ
り
、
②
生
活
扶
助
義
務
と
は
、
自
分
の
生
活
に
ゆ
と
り
が
あ

れ
ば
援
助
す
る
義
務
で
あ
っ
て
、
親
と
子
の
あ
い
だ
の
扶
養
義
務
に
は
非
対

称
性
が
あ
る
。
①
親
か
ら
子
へ
の
生
活
保
持
義
務
に
は
、
親
権
に
と
も
な
う

監
督・
教
育
義
務
が
あ
る
。
他
方
、
夫
婦
間
に
は
、
同
居
、
協
力
の
ほ
か
に
、

扶
助
義
務
が
あ
り
、
併
せ
て
協
力
扶
助
義
務
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
直
系
親
族
お
よ
び
夫
婦
間
に
、
身
辺
介
護
が
必
要
な
事

態
が
生
じ
た
ら
ど
う
な
る
か
?　
上
野（
雅
和
）に
よ
れ
ば
、
民
法
が
規
定
す

る
義
務
は「
生
活
扶
助
義
務
」と
い
う
経
済
的
義
務
だ
け
で
あ
り
、
身
辺
介
護

義
務
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
。

介
護
は
扶
養
義
務
者
に
よ
っ
て
任
意
に
履
行
さ
れ
れ
ば
、
扶
養
義
務

の
履
行
と
い
え
る
―
対
価
の
請
求
権
は
な
い
―
が
、
こ
れ
を
法
的

に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

﹇ 

上
野
雅
和2001: 93

﹈

そ
れ
で
も
介
護
が
必
要
な
親
族
が
い
た
場
合
、
法
が
可
能
に
す
る
の
は
、

第
三
者
に
よ
る
介
護
に
よ
っ
て
発
生
し
た
費
用
を
、
直
系
親
族
に
請
求
す
る

こ
と
ま
で
で
あ
る
。
介
護
に
は
費
用
負
担
を
引
き
受
け
る
給
付
介
護
と
、
同

居
に
よ
っ
て
介
護
負
担
を
引
き
受
け
る
同
居
介
護
が
あ
る
が
、
後
者
の
同
居

介
護
の
場
合
、
当
事
者
の
介
護
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
無
視・黙
殺・遺
棄
を
し
た

場
合
で
も
、
民
法
で
は
こ
れ
を
法
律
違
反
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
行

の
民
法
に
は
身
辺
介
護
を
法
的
に
根
拠
づ
け
る
ど
の
よ
う
な
裏
づ
け
も
存
在

し
な
い
の
で
あ
る
。
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廃
止
し
た
の
だ
、
と
の
認
識
は（
中
略
）広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
。

 

﹇ 

湯
沢1998: 239

﹈

家
族
法
制
史
研
究
者
が
教
え
る
の
は
、
第
一
に
家
族
介
護
に
法
的
根
拠
が

な
い
こ
と
、
第
二
に
社
会
意
識
の
う
え
で
も
親
の
扶
養
義
務（
ま
し
て
や
介
護
義

務
）が
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
族
介
護
は
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
明
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
?　
そ
し
て
家
族
介
護
は
、
ほ
ん
と
う
に
の
ぞ

ま
し
い
の
か
?　
家
族
の
外
部
に
あ
る
も
ろ
も
ろ
の「
介
護
の
社
会
化
」の
選

択
肢
は
、
本
来
あ
る
べ
き
家
族
介
護
の
不
十
分
な
補
完
物
、
二
流
の
代
替
物

に
す
ぎ
な
い
の
か
?　
…
…
こ
う
し
た
問
い
は
、
わ
た
し
た
ち
を
、
も
っ
と

核
心
的
な
問
い
に
導
く
―
家
族
介
護
が
い
ち
ば
ん
よ
い
、
か
?

本
章
の
議
論
を
整
理
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
ケ
ア
に
根
拠
が
あ
る
か
」と
い
う
規
範
的
な
問
い
に
、
本
書
は
本
質
主
義

的
で
か
つ
普
遍
的
な
し
か
た
で
は
答
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
規
範
も
ま
た
そ
の

と
き
ど
き
の
歴
史
的
な
文
脈
の
も
と
で
つ
く
ら
れ
た
社
会
的
な
構
築
物
で
あ

る
ゆ
え
に
、
文
脈
超
越
的
で
普
遍
的
な
規
範
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 

大
岡
や 
岩
崎
の「
ケ
ア
に
根
拠
が
あ
る
か
」と
い
う
問
い
を
、
社
会
学
的
に
メ

タ
化
し
て
問
い
直
せ
ば
、「
い
か
な
る
社
会
的
文
脈
の
も
と
で
、
人
々
は
ケ

ア
に
い
か
な
る
根
拠
を
求
め
る
か
」と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

ま
と
め
に
か
え
て

7

拘
束
や
ネ
グ
レ
ク
ト（
食
事
を
与
え
な
い
こ
と
や
遺
棄・
放
置
）が
含
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
法
律
は
、「
養
護
者
」責
任
を
問
い「
養
護
者
」支
援
を
謳
う
が
、

「
養
護
者
」と
は
親
族
以
上
に
定
義
し
に
く
い
概
念
で
あ
る
。
法
律
が
定
義
す

る「
養
護
者
」と
は「
高
齢
者
を
現
に
養
護
す
る
者
で
あ
っ
て
、
養
介
護
施
設

従
事
者
等（
業
務
に
従
事
す
る
者
）以
外
の
者
を
い
う
」（
か
っ
こ
内
引
用
者
）と
定
義
さ

れ
る
が
、
こ
の
定
義
に
は
親
族
関
係
上
の
続
柄
等
の
定
義
が
い
っ
さ
い
含

ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
他
人
で
あ
っ
て
も
同
居
し
て
い
れ
ば
嫁
が「
養

護
者
責
任
」を
問
わ
れ
、
別
居
し
て
い
る
実
子
は
責
任
を
問
わ
れ
な
い
の
か
、

同
居
者
の
う
ち
息
子
と
そ
の
嫁
は
ど
ち
ら
が
よ
り
重
い「
養
護
者
」責
任
を
背

負
う
の
か
、「
現
に
養
護
す
る
者
」が
そ
れ
を
ネ
グ
レ
ク
ト
す
る
の
は
法
律
違

反
だ
が
、
要
介
護
状
態
の
老
親
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
介
護
に

手
を
出
さ
な
か
っ
た
子
ど
も
は「
養
護
者
」責
任
を
問
わ
れ
る
の
か
、
業
務
で

や
る
わ
け
で
な
い
な
ら
親
族
で
な
い
者
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
介
護
に
あ
た
っ

て
虐
待
し
た
場
合
も
こ
の
法
律
の
適
用
対
象
と
な
る
の
か
、
な
ど
と
さ
ま
ざ

ま
な
疑
問
が
わ
き
あ
が
る
。

新
民
法
成
立
に
あ
た
っ
て
は
、
介
護
義
務
ど
こ
ろ
か
、
親
に
対
し
て
は
扶

養
義
務
す
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
、「
戦
後
の
市
民
常
識
」と
し
て
広
く
行
き

渡
っ
て
い
た
。 

湯
沢
雍
彦
は
、
一
九
四
八
年
の
改
正
民
法
施
行
後
二
年
経
っ

た
一
九
五
〇
年
に
、
川
島
武
宜
が
次
の
よ
う
に
記
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
い

て
証
言
す
る
。

民
法
は
家
族
制
度
を
廃
止
し
た
の
だ
か
ら
、
当
然
に
親
扶
養
義
務
も
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実
上
、
社
会
が
そ
の
再
生
産
に
責
任
が
あ
る
と
見
な
す
メ
ン
バ
ー
の
あ
い
だ

に
は
、
排
除
と
包
摂
が
あ
り
、
そ
の
あ
い
だ
に
は
選
別
と
序
列
づ
け
が
と
も

な
っ
て
き
た
。
社
会
に
よ
っ
て
は
再
生
産
に
値
し
な
い
と
判
定
さ
れ
た
生
命

も
存
在
し
た
。
そ
の
意
味
で
は「
祖
先
崇
拝
」も「
社
会
連
帯
」も
、
普
遍
主
義

的
理
念
で
は
あ
り
え
な
い
。

も
し
か
し
た
ら「
も
し
社
会
が
存
続
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
」と
い
う
与
件
そ

の
も
の
が
、
疑
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史
上
に
は
、
レ
ミ
ン
グ
が
集
団

自
殺
を
す
る
よ
う
に
、
滅
亡
へ
と
な
だ
れ
こ
ん
だ
社
会
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
痕
跡
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
を
知
り
え
な
い

だ
け
で
。
生
産
も
再
生
産
も「
自
然
過
程
」で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
で
も
な

け
れ
ば
、
自
ら
再
生
産
し
な
い
こ
と
を
選
ぶ
生
涯
非
婚
者
が
こ
れ
ほ
ど
の
規

模
で
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
が
言
う
よ

う
に「
市
場
が
労
働
力
の
再
生
産
を
安
ん
じ
て
労
働
者
の
本
能
に
委
ね
る
こ

と
が
で
き
た
」時
代
は
、
と
っ
く
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
。
も
っ
と
正
確

に
い
う
な
ら
、
そ
ん
な
時
代
は
か
つ
て
歴
史
上
い
ち
ど
も
存
在
し
た
こ
と
が

な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

以
上
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
本
章
が
論
じ
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
再

生
産
過
程
に
高
齢
者
の
介
護
を
含
む
こ
と
に
は
経
験
的
な
妥
当
性
が
あ
り
、

ま
た
理
論
的
に
も
有
効
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、「
公
的
ケ
ア
に

根
拠
が
あ
る
か
」と
問
う
前
に
、「
私
的
ケ
ア
に
根
拠
が
あ
る
か
」と
問
い
な

お
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
は
、
法
的
に
は「
な
い
」と
い
う

も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
は
規
範
的
に
は
?　
私
的
ケ
ア（
家
族
介
護
）は
、
規
範

か
ぎ
り
で
、「
祖
先
崇
拝
」も「
社
会
連
帯
」も
、
そ
の
時
代
に
動
員
さ
れ
る
言

説
資
源
の
一
種
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
本
章
が
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
以
下
の
こ
と
で

あ
る
。 

大
岡
や 

岩
崎
に
限
ら
ず「
ケ
ア
の
根
拠
」や「
ケ
ア
の
正
当
性
」を
求
め

る
論
者
は
、
暗
黙
の
う
ち
に「
公
的（
社
会
的
）ケ
ア
」の「
根
拠
」や「
正
当
性
」

を
問
う
こ
と
で
、
か
え
っ
て「
私
的（
家
族
的
）ケ
ア
」を
自
明
視
、
自
然
視
し

て
問
い
か
ら
排
除
す
る
傾
向
が
あ
る
。
国
家
を「
大
き
い
家
」と
見
な
す 

大
岡

の
信
念
そ
の
も
の
が
、「（
小
さ
い
）家（
＝
私
的
領
域
）」に
お
け
る
ケ
ア
の
自
然
性

を
前
提
と
し
て
い
る
。
家
族
介
護
の
自
然
性
が
不
問
に
付
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、

「
祖
先
崇
拝
」の「
大
き
い
家（
＝
国
家
）」へ
の
概
念
の
拡
張
の
正
当
性
は
問
わ

れ
て
も
、
祖
先
崇
拝
そ
の
も
の
の
根
拠
は
問
わ
れ
な
い
。

わ
た
し
の
立
場
は
徹
底
的
に
文
脈
依
存
的
で
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
も

し
社
会
が
存
続
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
与
件
と
す
れ
ば
、
そ
の
社
会

に
は
生
産（
財・
サ
ー
ビ
ス
の
生
産・再
生
産
）と
再
生
産（
生
命
の
生
産・再
生
産
）が
共
に

必
要
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
公
準
命
題
で
あ
る
。
だ
が
、
何
を
生
産
と
呼

び
、
何
を
再
生
産
に
含
め
る
か
は
歴
史
と
社
会
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
わ
た
し

た
ち
が
経
験
的
に
知
り
う
る
の
は
、「
再
生
産
」領
域
の
範
囲
が
歴
史
的
文
脈

に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
資
源
配
分
も
ま
た

変
化
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
変
化
を
起
こ
し
た
の
は
社
会
的
な
コ
ン

 

セ
ン
サ
ス
だ
が
、
そ
れ
と
て
紆
余
曲
折
を
経
て
葛
藤
の
も
と
に
置
か
れ
て
き

た
。
た
と
え
そ
の
合
意
の「
根
拠
」に「
社
会
連
帯
」と
い
う
言
説
資
源
が
動
員

さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
連
帯
の
範
囲
は
つ
ね
に
問
題
含
み
で
あ
っ
た
。
事
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護
」の
神
話
は
解
体
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
か
ぎ
り
、
公

的
ケ
ア
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も「
家
族
介
護
」の
補
完
物
、
二
流
の
代
替
物
に

と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
。

次
章
で
は「
家
族
介
護
」モ
デ
ル
を
検
討
す
る
。

以
前
の
も
の
と
し
て
自
然
視・自
明
視
さ
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
問
い

は「
家
族
介
護
は
自
然
か
?
」そ
し
て「
そ
れ
は
な
ぜ
自
明
視
さ
れ
た
の
か
?
」

に
向
か
う
。「
家
族
介
護
」が
無
条
件
で「
よ
き
も
の
」と
見
な
さ
れ
る
あ
い
だ

は
、
そ
の
呪
縛
か
ら
解
き
は
な
た
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。「
家
族
介
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動
物
の
世
界
に
は
育
児
行
動
は
あ
っ
て
も
、
高
齢
者
介
護
は
な
い
。
介
護

と
は
す
ぐ
れ
て
人
間
的
な
行
為
で
あ
り
、
何
が
介
護
か
は
歴
史
と
社
会
に

よ
っ
て
変
動
す
る
。「
孝
」と
い
う
徳
が
あ
る
こ
と
自
体
が
、
介
護
が
自
然
現

象
で
は
な
く
人
為
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
規
範
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

家
族
史
研
究
は
、
母
性
愛
も
ま
た
本
能
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
構
築
物
、
し

た
が
っ
て
規
範
的
な
制
度
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
も
し
母
性
愛
が「
自

然
」で
あ
り「
本
能
」で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の「
喪
失
」や「
崩
壊
」が
起
き
る

わ
け
が
な
い
か
ら
で
あ
る1

❖

。

前
章
で
は
家
族
介
護
に
は
何
の
法
的
根
拠
も
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ

な
ら
家
族
介
護
は
慣
習
も
し
く
は
習
俗
な
の
だ
ろ
う
か
?　
守
旧
的
な
人
々

が
懐
古
的
に
語
る「
家
族
介
護
」は
、
日
本
的
な
家
族
制
度
の
も
と
で
の
保
守

す
べ
き「
伝
統
」な
の
だ
ろ
う
か
?　
そ
も
そ
も
家
族
介
護
と
は
何
か
?

は
じ
め
に

1

本
章
で
は
そ
れ
を
検
証
し
、
家
族
介
護
の
新
し
い
動
向
を
論
じ
、
家
族
介

護
を
と
り
ま
く
現
実
を
あ
き
ら
か
に
し
、
家
族
介
護
の
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の

配
置
を
考
察
す
る
。

 

ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム﹇H

obsbaum
 &

 Ranger 1983=1992

﹈が
言
う
よ
う
に
、
今
日
多

く
の
人
々
が「
伝
統
」と
考
え
る
も
の
は
、
そ
の
実
、
歴
史
の
浅
い
社
会
現
象

で
あ
り
、
近
代
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
登
場
し
た「
創
ら
れ
た
伝
統
」で
あ
る

こ
と
が
、
次
々
と
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
日
本
に
お
け
る「
家
」制
度
も
、

「
伝
統
」で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
明
治
国
家
の
発
明
品
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の

法
制
史
学
者
が
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、 

千
田
有
紀﹇1999; 2011

﹈

「
家
族
介
護
」と
は
何
か

2

家
族
介
護
は「
自
然
」か

第
5
章

❖
1  

田
間
泰
子
は
克
明
な
言
説
分
析
を
通
じ
て「
母
性
愛
と
い
う
制
度
」﹇ 

田
間2001

﹈の
構
築
の

さ
れ
方
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
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こ
の
よ
う
に
高
齢
者3

❖

の
人
口
学
的
な
存
在
そ
の
も
の
が
、
歴
史
的
に
は

新
し
い
現
象
で
あ
る
。
人
口
高
齢
化
率
は
、
長
寿
化
と
少
子
化
の
関
数
だ

が（
長
寿
化
が
進
行
し
て
も
出
生
率
が
低
下
し
な
け
れ
ば
高
齢
化
は
起
こ
ら
な
い
）、
国
連
統
計

に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年
の
人
口
高
齢
化
率
は
、
い
わ
ゆ
る「
先
進
地
域
」で

一
四・三
%
で
あ
る
の
に
対
し
、「
開
発
途
上
地
域
」で
は
五・一
%
。
高
齢
者

人
口
比
七
%
以
上
の
社
会
を「
高
齢
化
社
会
」、
一
四
%
以
上
の
社
会
を「
高

齢
社
会
」と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
日
本
は
一
九
七
〇
年
に「
高
齢

化
社
会
」に
突
入
し
、
一
九
九
四
年
に「
高
齢
社
会
」の
段
階
に
入
っ
た
。
つ

ま
り
少
な
く
と
も
高
齢
化
社
会
に
な
る
ま
で
は
、
高
齢
者
そ
の
も
の
が
、
人

口
学
的
な
少
数
派
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

し
か
も
こ
の
人
々
が
、「
介
護
を
要
す
る
高
齢
者
」か
ど
う
か
は
べ
つ
の
問

題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
要
介
護
状
態
に
な
っ
て
か
ら
の
延
命
は
、
経
済
水
準
、

栄
養
水
準
、
衛
生
水
準
、
医
療
水
準
、
介
護
水
準
等
に
依
存
す
る
た
め
に
、

戦
前
に
は「
要
介
護
期
間
」は
長
期
化
し
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

第
二
に
、
同
居
に
と
も
な
う
扶
養
慣
行
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
に
お
け

る
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
子
ど
も
と
の
同
居
率
は
、
長
い
間
八
割
近
く
と

高
い
水
準
を
示
し
て
き
た
。
こ
れ
が
徐
々
に
減
少
傾
向
を
示
し
、
五
〇
%
を

割
る
の
が
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
八
年
に
は
四
四
%
台
に
低
下
し
た
。
家
督

相
続
が
扶
養
期
待
と
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
き
た
が
、
親
世
代

は
本
当
に「
被
扶
養
者
」だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
?　
前
近
代
社
会

に
お
け
る
隠
居
慣
行
の
年
齢
は
、
四
〇
代
か
ら
五
〇
代
、
母
屋
を
子
世
代
の

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
家
」は
戦
後
に
な
っ
て「
近
代
的0

家
族
」（「
近
代
家
族
」で

は
な
い
）と
の
対
比
の
も
と
に「
封
建
遺
制
」と
し
て
再
構
築
さ
れ
た
と
す
ら
考

え
ら
れ
る
。

そ
の
戦
前
の「
家
」の
も
と
で
の
高
齢
者
介
護
は
、
歴
史
的
に
見
て
ど
う
い

う
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
?　
介
護
福
祉
の
専
門
家
た
ち
は
、「
家
族
介
護
」

そ
の
も
の
が
、
社
会
現
象
と
し
て
歴
史
的
に
新
し
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
平
均
寿
命
の
短
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
日
本
で
国
勢
調
査
が
始

ま
っ
た
の
は
一
九
二
〇（
大
正
九
）年
、
信
頼
に
値
す
る
人
口
統
計
は
こ
の
年

を
遡
ら
な
い
が
、
こ
の
時
代（
大
正
一
〇
年
―
昭
和
五
年
）の
平
均
寿
命
は
女
性
が

四
六・五
四
歳
、
男
性
が
四
四・八
二
歳
、
死
亡
原
因
の
一
位
は
結
核
な
ど
の

感
染
症
で
あ
る
。
栄
養
水
準
が
低
く
、
衛
生
水
準
も
低
い
多
く
の
社
会
で
、

多
く
の
人
々
は
四
〇
代
ま
で
に
感
染
症
で
死
亡
し
て
い
き
、「
高
齢
期
」を
迎

え
る
人
々
は
多
く
な
い
。
代
わ
っ
て
が
ん
が
死
亡
原
因
の
一
位
に
な
る
の
は
、

感
染
症
が
制
御
さ
れ
て
、
加
齢
に
と
も
な
う
疾
患
が
優
位
に
な
っ
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
る2

❖

。

も
ち
ろ
ん
平
均
寿
命
の
算
定
法
は
ゼ
ロ
歳
時
の
平
均
余
命
と
い
う
も
の
だ

か
ら
、
乳
幼
児
死
亡
率
の
高
さ
を
割
り
引
い
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
を
生

き
延
び
た
人
々
の
多
く
は
五
〇
歳
ま
で
は
生
き
る
と
い
う「
人
生
五
〇
年
」を

想
定
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
五
〇
歳
に
達
し
た
と
き
に
、
自
分
自

身
の
親
が
生
存
し
て
い
る
確
率
は
き
わ
め
て
低
か
っ
た
。
そ
れ
は
今
日
の

五
〇
代
が
、
高
齢
に
な
っ
た
親
に
対
す
る「
介
護
適
齢
期
」で
あ
る
こ
と
と
き

わ
だ
っ
た
対
照
を
な
し
て
い
る
。
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（
五
四・
〇
%
）こ
と
は
、
長
く
社
会
学
的
説
明
を
要
す
る
問
い
と
な
っ
て
き
た

が
、
そ
れ
は
現
在
で
は
、
第
三
に
あ
げ
た
フ
ァ
ミ
リ
ー・
サ
イ
ク
ル
上
の
同

居
期
間
の
短
さ
と
、
人
口
学
上
の
き
ょ
う
だ
い
数
の
多
さ
か
ら
説
明
さ
れ
て

い
る﹇
盛
山1993; 

落
合1994

﹈。
す
な
わ
ち
出
生
児
数
が
五
人
台
な
ら
男
子
は

そ
の
半
分
で
約
三
人
、
そ
の
な
か
で
す
べ
て
の
長
男
が
親
と
同
居
し
た
と
し

て
も
そ
の
確
率
は
三
分
の
一
と
な
る
。
ま
た
戦
前
家
族
の
平
均
的
な
フ
ァ
ミ

リ
ー・
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
二
七
年
間
の
う
ち
、
一
一
年
間
を
同
居
し
た
と
し

て
も
残
り
の
一
六
年
は
、
長
男
世
帯
で
あ
っ
て
も（
次
の
子
世
代
が
結
婚
す
る
ま
で

は
）核
家
族
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
計
二
七
年
分
の
一
一
年
、
こ
れ

も
約
三
分
の
一
で
あ
る
。
事
実
、
大
正
九
年
の
世
帯
構
成
の
う
ち
、
直
系
家

夫
婦
に
ゆ
ず
っ
て
隠
居
屋
に
移
っ
て
も
、
農
家
世
帯
で
は
一
家
総
出
の
家
族

労
働
が
継
続
す
る
。
高
齢
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ま
だ
は
い
ら
な
い
親
世
代
は
、

家
族
の
一
員
と
し
て
家
計
に
貢
献
す
る
ば
か
り
か
、
長
く
家
計
の
実
権
を
握

り
続
け
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
自
営
業
者
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

家
族
が
経
営
共
同
体
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
同
居
の
親
世
代
を「
被
扶
養
者
」

と
呼
ぶ
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
生
産
労
働
に
貢
献
し
な
い
場
合
で
さ
え
、

生
産
力
と
し
て
価
値
の
高
い
嫁
に
代
わ
っ
て
、
家
事
や
育
児
の
負
担
を
引
き

受
け
て
き
た
の
は
祖
父
母
の
世
代
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
三
世
代
同
居
家
族
の
同
居
期
間
が
、
現
在
よ
り
は
ず
っ
と
短
い

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
戦
前
の
フ
ァ
ミ
リ
ー・
サ
イ
ク
ル
の
平
均
値
に
よ
れ

ば
、
長
子
に
嫁
が
婚
入
し
て
か
ら
舅
が
亡
く
な
る
ま
で
の
平
均
が
八
年
、
そ

れ
か
ら
姑
が
亡
く
な
る
ま
で
が
三
年
、
た
と
え
長
男
に
嫁
い
で
も
舅
姑
と
同

居
す
る
期
間
の
長
さ
は
平
均
一
一
年
と
短
い4

❖

。
そ
の
う
え
同
居
期
間
の
大
半

を
、
親
世
代
は
活
動
的
な
ま
ま
過
ご
す
の
だ
か
ら
、
同
居
期
間
す
な
わ
ち
扶

養
期
間
と
は
限
ら
な
い
ば
か
り
か
、
扶
養
期
間
で
あ
っ
た
と
し
て
も
介
護
期

間
と
は
限
ら
な
い5

❖

。

第
四
に
、
人
口
学
的
に
見
て
、
子
世
代
の
親
と
の
同
居
確
率
の
低
さ
が
あ

げ
ら
れ
る
。
近
代
社
会
は
ど
こ
も
多
産
多
死
か
ら
多
産
少
死
へ
の
人
口
転
換

を
経
験
し
て
き
た
が
、
戦
前
女
性
の
平
均
出
生
児
数
は
五
人
台
と
多
い
。
親

か
ら
み
た
子
世
帯
と
の
同
居
率
が
八
割
台
と
高
く
て
も
、
子
世
代
か
ら
み
た

親
と
の
同
居
率
は
、
き
ょ
う
だ
い
数
に
応
じ
て
低
く
な
る
。
国
勢
調
査
第

一
回
の
核
家
族
率
が
、「
家
」制
度
の
も
と
で
も
い
ち
じ
る
し
く
高
か
っ
た

❖
2 

九
九
年
の
人
口
動
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
死
亡
原
因
の
上
位
三
位
は
、
悪
性
新
生
物（
が
ん
）、

心
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
が
占
め
る
が
、
い
ず
れ
も
加
齢
に
と
も
な
う
疾
病
で
あ
り
、
裏
返
し
て
言

え
ば
、
こ
れ
ら
の
疾
患
が
死
因
に
な
る
ほ
ど
日
本
人
が
長
命
に
な
っ
た
証
拠
と
言
え
る
。

❖
3 

日
本
の
人
口
統
計
で
は
一
九
六
〇
年
ま
で
は
六
〇
歳
以
上
を「
老
年
人
口
」と
し
て
い
た
。

一
九
五
六
年
に
国
連
が
六
五
歳
以
上
を「
高
齢
者
」と
定
義
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
日
本
で
も
国
勢

調
査
で
六
五
歳
以
上
を「
老
年
人
口
」と
し
た
の
は
一
九
六
五
年
か
ら
で
あ
る
。

❖
4 

湯
沢
雍
彦
編『
図
説
家
族
問
題
』﹇1973

﹈、
国
立
婦
人
教
育
研
究
会
編『
平
成
6
年
度
版
　
統

計
に
み
る
女
性
の
現
状
』﹇1994

﹈等
の
資
料
に
よ
る
。「
家
」制
度
の「
悪
」と
し
て
し
ば
し
ば
あ
げ

ら
れ
る「
嫁
姑
問
題
」は
、
前
近
代
よ
り
は
近
代
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
女
性
史
家
は
指
摘
す

る﹇
ひ
ろ
た2005

﹈。
そ
れ
と
い
う
の
も
平
均
寿
命
の
延
長
に
よ
っ
て
、
嫁
と
姑
の
同
居
期
間
が

い
ち
じ
る
し
く
長
期
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。

❖
5 

一
九
二
〇（
大
正
九
）年
と
一
九
九
一（
平
成
三
）年
と
を
比
較
す
れ
ば
、
老
親
扶
養
期
間
は

前
者
で
平
均
五
・
三
年
、
後
者
で
平
均
二
〇
・
三
年
と
約
四
倍
に
な
っ
て
い
る﹇
国
立
婦
人
教
育
研

究
会
編1994: 17

﹈。
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の
成
立
の
当
初
か
ら
、
対
処
す
べ
き「
高
齢
者
問
題
」と
し
て
登
場
し
た
の
で

あ
る
。

高
齢
者
問
題
が
政
策
課
題
と
し
て
焦
点
化
し
た
の
は
、
一
九
六
三
年
に
老

人
福
祉
法
が
成
立
し
た
こ
と
を
も
っ
て
画
期
と
す
る6

❖

。
こ
の
法
律
は
一
部
の

低
所
得
層
の
高
齢
者
対
策
を
超
え
て
、
す
べ
て
の
高
齢
者
を
対
象
に
、
人
権

や
生
活
、
就
労
保
障
な
ど
を
う
た
っ
た
一
貫
性
の
あ
る
施
策
を
整
備
す
る
も

の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
高
齢
者
福
祉
の
前
史
を
、
簡
略
に
述
べ
て

お
こ
う
。

一
九
二
五（
大
正
一
四
）年
第
一
回
全
国
養
老
事
業
大
会
が
開
催
さ
れ
、
救
護

法
の
制
定
を
決
議
し
た
。
救
護
法
は
一
九
二
九（
昭
和
四
）年
に
公
布
、
三
年

か
か
っ
て
一
九
三
二
年
に
施
行
さ
れ
た
。
対
象
と
な
っ
た
高
齢
者
は
約
三
万

人
、
施
設
収
容
者
は
約
二
〇
〇
〇
人
。

収
容
施
設
は
養
老
院
で
、
一
汁
一
菜
、
八
人
と
か
十
人
の
雑
居
生
活

が
中
心
で
あ
っ
た
。 

﹇
河
畠・厚
美・島
村2001: 4

﹈

高
齢
者
の
施
設
収
容
が
救
護
法
起
源
で
あ
る
こ
と
は
、
春
日
井
典
子
が

『
介
護
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
社
会
史
』で
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
収
容
老
人
に

た
い
す
る
世
間
の
差
別
的
な
ま
な
ざ
し
」を
生
み
、「「
お
上
の
世
話
」に
な
る

こ
と
を
恥
と
し
、
施
設
介
護
を
忌
避
す
る
心
性
」﹇
春
日
井2004: 30

﹈を
定
着
さ

せ
た
。
こ
の
よ
う
な
福
祉
の
ス
テ
ィ
グ
マ
化
は
、
他
方
で「
家
族
に
在
宅
介

護
を
強
い
る
圧
力
と
し
て
作
用
し
た
」と
春
日
井
は
述
べ
る﹇
春
日
井2004: 30

﹈。

族
率
約
三
一
%
と
い
う
数
字
は
、
以
上
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
説
明
力
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
合
計
出
生
率
、
す
な
わ
ち
女
性
が
一
人
あ

た
り
一
生
の
う
ち
に
産
む
平
均
出
生
児
数
が
五
人
台
か
ら
二
人
台
に
ド
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
減
少
す
る
の
は
一
九
六
〇
年
代
の
一
〇
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。

日
本
で
は
こ
れ
以
降
初
め
て
、「
長
男
長
女
時
代
」の
少
子
化
世
代
が
登
場

す
る
。

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
高
齢
者
介
護
の
う
ち
、
同
居
家
族
に
よ
る
家
族
介

護
は
、
け
っ
し
て
一
般
的
で
も
な
け
れ
ば
、
人
口
学
的
に
み
て
多
数
派
の
経

験
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

前
節
で
見
た
よ
う
に
、「
家
族
介
護
」と
は
歴
史
的
に
新
し
い
現
象
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は「
問
題
化problem

atization

」さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
可

視
化
さ
れ
て
き
た
。
本
節
で
は
、
日
本
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
の
問
題
化
の

歴
史
を
、
主
と
し
て『
増
補  

高
齢
者
生
活
年
表1925

‐2000
年
』﹇
河
畠・厚

美・島
村2001

﹈を
も
と
に
再
構
成
し
て
み
る
。

一
九
八
二
年
の
国
際
連
合
主
催「
世
界
高
齢
者
問
題
会
議
」は
、
高
齢
者
人

口
比
七
%
以
上
の
社
会
を「
高
齢
化
社
会
」、
一
四
%
以
上
の
社
会
を「
高
齢

社
会
」と
規
定
し
た
。
そ
の
規
定
に
し
た
が
え
ば
、
日
本
社
会
は
一
九
七
〇

年
に「
高
齢
化
社
会
」に
突
入
し
、
一
九
九
四
年
に「
高
齢
社
会
」の
段
階
に

入
っ
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
。
こ
の
国
連
会
議
が
、
そ
の
名
称
に「
問
題
」

と
い
う
用
語
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
高
齢
化
の
進
行
は
、
そ

「
家
族
介
護
」は
い
つ
か
ら
問
題
と
な
っ
た
か

3
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登
場
し
た10

❖

﹇ 

河
畠・ 厚
美・ 島
村2001: 24

﹈。

も
う
ひ
と
つ
特
筆
す
べ
き
は
一
九
五
九
年
に
国
民
年
金
法
が
制
定
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
社
会
保
障
制
度
は
、
所
得
保
障（
貨
幣
給
付
）と
対
人
サ
ー
ビ
ス

給
付
と
が
車
の
両
輪
を
な
し
て
い
る
が
、
本
書
で
は
も
っ
ぱ
ら
介
護
と
い
う

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
扱
い
、
所
得
保
障
や
所
得
再
分
配
の
制
度
に
つ
い
て
は

扱
わ
な
い
。

こ
う
い
う
時
代
背
景
の
も
と
に
、
一
九
六
三
年
、
老
人
福
祉
法
が
制
定
さ

一
九
三
八
年
に
は
厚
生
省（
当
時
）が
設
置
さ
れ
る
。
福
祉
国
家
の
戦
争
起

源
説
は
も
は
や
常
識
と
な
っ
て
い
る
が﹇ 

冨
江2007;  

副
田2008

﹈、
戦
時
体
制

の
も
と
で
高
齢
者
施
策
は
後
退
す
る7

❖

。
統
制
経
済
の
も
と
で
、
高
齢
者
は
一

般
成
人
よ
り
配
給
の
量
を
減
ら
さ
れ
る
な
ど8

❖

、「
老
幼
者
」は「
足
手
ま
と
い
」

と
し
て
地
方
へ
の
疎
開
を
奨
励
さ
れ
た
と
い
う﹇ 

河
畠・ 厚
美・ 島
村2001: 6

﹈。
他

方
、
農
村
部
で
男
手
を
奪
わ
れ
た
農
業
生
産
を
実
質
的
に
支
え
た
の
は
、
女

性
と
高
齢
者
だ
っ
た
。

一
九
四
七
年
の
臨
時
国
勢
調
査
に
ひ
き
続
い
て
、
一
九
五
〇
年
に
な
っ
て
、

戦
後
第
一
回
の
本
格
的
な
国
勢
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
総
人
口
八
三
二
〇
万

人
の
う
ち
、
高
齢
者
の
人
口
比
は
七・
六
%
と
発
表
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き

は
ま
だ
、
六
〇
歳
以
上
が「
老
年
」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
て
い
た
。
平
均

寿
命
が
女
性
六
一・四
歳
、
男
性
五
八・〇
歳
と
な
り
、「
人
生
六
〇
年
時
代
」

を
迎
え
た
と
も
て
は
や
さ
れ
た9

❖

。
人
口
学
上
の「
老
年
」の
定
義
が
、「
六
五

歳
以
上
」と
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
六
年
の
国
連
報
告
書
に
お
い
て
六
五
歳

以
上
の
人
口
比
が
七
%
以
上
の
社
会
を「
高
齢
化
社
会
」と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら

き
て
い
る
と
さ
れ
る
。

「
老
人
問
題
」が
徐
々
に
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
高

度
成
長
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
に
は「
第
一
回
日
本
ジ
ェ

ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
学
会
」、
五
七
年
に
は「
老
人
の
健
康
と
福
祉
を
高
め
る
国
民

会
議
」、
六
一
年
に
は
第
一
回
老
人
ク
ラ
ブ
全
国
連
合
大
会
が
開
か
れ
て
い

る
。
五
六
年
に
は
第
一
回
の
厚
生
白
書
が
刊
行
さ
れ
、「
老
齢
者
対
策
」が
一

項
目
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
高
齢
者
問
題
が「
社
会
問
題
」で
あ
る
と
の
認
識
が

❖
6 

本
書
で
は
一
貫
し
て「
高
齢
者
」と
い
う
用
語
を
採
用
し
て
い
る
が
、
歴
史
上
の
概
念
と
し

て「
老
人
」「
老
人
福
祉
」等
の
用
語
が
出
て
く
る
場
合
に
は
、
出
典
に
し
た
が
う
。

❖
7 

4
章
で
論
じ
た「
介
護
の
正
当
化
問
題
」は
、
こ
こ
で
も
妥
当
す
る
。
福
祉
は
す
べ
て
の
分

野
に
わ
た
っ
て
一
体
と
な
っ
て
前
進
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
戦
時
下
で
高
齢
者
福
祉
は
後
退
し
た

し
、
障
害
者
福
祉
は
切
り
捨
て
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
ナ
チ
の
優
生
政
策
に
見
る
よ
う
に
、
断
種
や

施
設
収
容
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
児
童
福
祉
、
高
齢
者
福
祉
、
障
害
者
福
祉
等
々
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
正
当
化
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
す
る 

大
岡
頼
光
の
主
張
は
正
し
い
。

❖
8 

米
の
割
り
当
て
配
給
に
あ
た
っ
て
は
、
成
人
は
一
人
一
日
二
合
五
勺
、
六
〇
歳
以
上
の
高

齢
者
は
二
合
一
勺
に
制
限
さ
れ
た
と
い
う
。

❖
9 

こ
の
年
に
、
兵
庫
県
で
は
じ
め
て
九
月
一
五
日
を「
と
し
よ
り
の
日
」と
制
定
。
翌
一
九
五
一

年
に
は
全
国
的
に
拡
が
り
、
五
四
年
に「
老
人
の
日
」と
改
称
。
六
六
年
に
は
国
民
の
祝
日
、「
敬

老
の
日
」と
な
っ
た
。

❖
10 「
老
齢
者
対
策
」と
い
う
用
語
法
は
、
女
性
政
策
が
登
場
し
た
初
期
の
行
政
の
対
応
を
想
起

さ
せ
る
。
初
期
の
担
当
部
局
の
中
に
は
、「
女
性
対
策
係
」の
よ
う
な
名
称
を
持
つ
も
の
が
あ
っ
た
。

当
時
、
行
政
の「
対
策
」の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
は
暴
力
団
ぐ
ら
い
だ
っ
た
か
ら
、「
女
性
」と

「
暴
力
団
」と
は
い
ず
れ
も
行
政
か
ら
見
て「
対
策
」の
対
象
な
の
か
、
と
揶
揄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

同
様
に
、「
老
齢
者
」も
ま
た
、「
対
策
」さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
用
語
法
か
ら

見
て
と
れ
る
。
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サ
ー
ビ
ス
給
付
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
家
族
は
介

護
資
源
と
し
て
自
明
視
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

以
上
の
歴
史
的
経
緯
を
通
じ
て
あ
き
ら
か
に
な
る
の
は
、「
高
齢
者
福
祉
」

と
は
、
前
章
で
述
べ
た「
市
場
の
失
敗
」と「
家
族
の
失
敗
」の
補
完
物
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
再
確
認
で
あ
る
。
福
祉
の
対
象
と
な
る
高
齢

者
は
も
っ
ぱ
ら
家
族
の
援
助
を
受
け
ら
れ
な
い
人
々
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
い
う
な
か
で
、
同
居
家
族
の
い
る
高
齢
者
の「
家
族
介
護
」が
問
題
化

さ
れ
る
に
は
、
六
〇
年
代
末
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
六
七
年
に
東

京
都
と
長
野
県
の
社
会
福
祉
協
議
会
が
、
全
国
で
初
め
て「
寝
た
き
り
老
人

実
態
調
査
」を
実
施
し
た12

❖

。
さ
ら
に
六
八
年
に
全
国
社
会
福
祉
協
議
会（
全
社

協
）が
全
国
一
三
万
人
の
民
生
委
員
の
協
力
の
も
と
に
、
全
国
規
模
で「
居
宅

寝
た
き
り
老
人
実
態
調
査
」を
実
施
、
そ
の
結
果
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ

れ
ば「
居
宅
寝
た
き
り
老
人
」は
全
国
で
約
二
〇
万
人
、
そ
の
う
ち
排
泄
介
助

が
必
要
な
者
が
五
五
%
、
介
護
者
の
続
柄
は
、
嫁
が
四
九
%
、
配
偶
者（
ほ
と

ん
ど
が
妻
）二
七
%
、
娘
が
一
四
%
と
い
う
調
査
デ
ー
タ
が
公
表
さ
れ
た
。

六
九
年
に
は
厚
生
省
が
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
九
〇
〇
〇
人
を
対
象
に
、

「
全
国
老
人
実
態
調
査
」を
実
施
、
そ
の
結
果
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

子
ど
も
と
同
居
し
て
い
る
高
齢
者
は
約
五
割
、
夫
婦
の
み
の
世
帯
が
一
一
%
、

単
身
世
帯
が
四・
二
%
。
こ
の
う
ち
あ
と
の
二
つ
の
世
帯
類
型
は
こ
れ
以
降

も
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
最
新
の
国
勢
調
査
に
も
と
づ
く
二
〇
一
〇
年
に

は
夫
婦
世
帯
が
二
八・六
%
、
単
身
世
帯
が
二
〇・二
%
と
急
速
に
増
加
し
て

い
る
。
だ
が
こ
の
時
期
ま
で
の「
老
人
問
題
」と
は
、
単
身
、
低
所
得
、
病
弱
、

れ
、
翌
六
四
年
に
は
、
厚
生
省
に
社
会
局
老
人
福
祉
課
が
設
置
さ
れ
た
。
こ

の
法
律
で「
老
人
家
庭
奉
仕
員
制
度
」が
初
め
て
盛
り
こ
ま
れ
、
公
的
な
在
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
対
象
は
低
所
得
者
層
に
限
ら
れ
て
い

た
。
高
齢
者
施
設
は
、
こ
の
法
律
の
も
と
で
、
養
護・
特
別
養
護・
軽
費
と

三
種
類
の
老
人
ホ
ー
ム
に
整
備
さ
れ
た
。
施
設・在
宅
と
も
に
低
所
得
者
に

限
ら
れ
、
行
政
の
判
断
で
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
内
容
が
決
め
ら
れ
、
施
設
へ

の「
収
容
」（
当
時
の
行
政
用
語
）が
お
こ
な
わ
れ
た
。
救
護
法
の
系
譜
を
汲
ん
だ

生
活
保
護
法
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
の
も
と
で
の
高
齢
者
福
祉
は
、
行
政
の

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム（
措
置
）と
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
ス
テ
ィ
グ
マ
化
を
と
も
な
っ

た
。
の
ち
に
介
護
保
険
法
に
つ
い
て
触
れ
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
の
介
護

保
険
法
が
、
高
齢
者
福
祉
を「
措
置
か
ら
契
約
へ
」「
恩
恵
か
ら
権
利
へ
」﹇ 

炭
谷

2003;  

中
西・上
野2003

﹈と
変
化
さ
せ
た
こ
と
は
、
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
パ
ラ
ダ

イ
ム・シ
フ
ト
で
あ
っ
た
。

施
設
介
護
に
加
え
て
今
日
で
は「
在
宅
介
護
」と
し
て
知
ら
れ
る
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
が
初
め
て
実
施
さ
れ
た
の
は
一
九
五
六
年
長
野
県
の「
家

庭
養
護
婦
」の
導
入
に
よ
る
。
そ
れ
以
降
、
大
阪
市
、
布
施
市
、
名
古
屋
市

等
で
次
々
に
実
施
、
六
一
年
ま
で
に
は
一
八
市
町
村
に
導
入
さ
れ
、「
独
居

老
人
家
庭
巡
回
奉
仕
員
」と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
た
。
六
二
年
に
は
東
京
都

が
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
制
度
を
導
入11

❖

。
対
象
者
は「
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

六
五
歳
以
上
の
身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
」。
こ
の
時
期
以
降
も
家
庭
奉
仕
員

は
低
所
得
世
帯
の
独
居
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
お
り
、
家
族
の
外
に
は
み

だ
し
た
高
齢
者
が「
対
策
」の
対
象
と
さ
れ
、
同
居
家
族
が
い
る
場
合
に
は
、
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す
る
と
い
う﹇
若
尾
他1997; 

上
野2000: 63

﹈。

だ
が
実
態
調
査
は
ま
だ
介
護
を
要
す
る
高
齢
者
の
現
状
把
握
に
向
け
ら
れ

て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
家
族
介
護
者
の
負
担
が
問
題
化
さ
れ
る
の
は
、
そ

れ
よ
り
ず
っ
と
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
に
全
社
協
が
全
国
初

の「
在
宅
痴
呆
性
老
人
の
介
護
者
実
態
調
査
」を
実
施
。
九
割
が
家
族
介
護
に

依
存
し
、
し
か
も「
公
的
援
助
の
な
い
家
族
内
介
護
が
浮
き
彫
り
に
」﹇
若
尾
他

と
経
済
資
源
も
介
護
資
源
も
持
た
な
い
人
々
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。「
家
族

の
中
の
老
後
」が
自
明
視
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
行
政
は「
家
族
の
外
」に

は
み
だ
し
た
高
齢
者
だ
け
を「
対
策
」し
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
が
、
一
九
七
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
有
吉

佐
和
子
の『
恍
惚
の
人
』﹇
有
吉1972

﹈で
あ
る
。
も
と
か
ら
社
会
派
の
作
家
を

自
任
し
て
い
た
有
吉
は
、
当
時
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー

（
老
年
学
）を
専
門
家
に
取
材
し
、
痴
呆
性
老
人13

❖

の
家
族
介
護
の
壮
絶
な
現
実

を
描
い
た14

❖

。
構
築
主
義
の
社
会
学﹇Spector &

 K
itsuse 1987=1990; 

中
河・平2000

﹈

の
用
語
を
採
用
す
れ
ば
、
こ
の
小
説
は
嫁
の
介
護
負
担
を
描
い
て「
ク
レ
ー

ム
申
し
立
て
」を
お
こ
な
う
こ
と
で
、「
家
族
介
護
」の「
社
会
問
題
化
」を
喚

起
し
た
こ
と
に
な
ろ
う15

❖

。『
恍
惚
の
人
』の
主
人
公
、
夫
の
父
を
介
護
す
る
嫁

の
昭
子
は
、
作
中
で
行
政
の
援
助
を
求
め
て
市
役
所
を
訪
れ
る
が
、
応
対
し

た
老
人
福
祉
指
導
主
事
は「
老
人
を
抱
え
た
ら
誰
か
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
は

ど
う
も
仕
方
が
な
い
で
す
ね
」、「
主
婦
の
方
に
し
っ
か
り
し
て
頂
く
よ
り
方

途
が
な
い
」と
言
い
放
つ﹇
有
吉1972

﹈。
刊
行
当
時
の『
赤
旗
』の
書
評
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
そ
の
時
代
に
は「
日
本
の
現
実
の
老
人
政
策
は
そ
こ
で
行
き

止
ま
り
」で
あ
っ
た
。

六
八
年
の
初
の「
居
宅
寝
た
き
り
老
人
実
態
調
査
」で
わ
か
っ
た「
寝
た
き

り
老
人
」は
全
国
で
二
〇
万
人
、
そ
れ
が
七
八
年
に
は
三
六
万
人
、
九
三
年

に
は
痴
呆
性
老
人
を
含
む
要
介
護
状
態
の
高
齢
者
が
九
〇
万
人
、
九
七
年
に

は「
痴
呆
性
老
人
」と「
寝
た
き
り
老
人
」の
合
計
は
一
〇
〇
万
人
を
超
え
た
。

厚
労
省
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
五
年
に
は
こ
の
数
は
二
三
〇
万
人
に
達

❖
11 「
ヘ
ル
パ
ー
募
集
に
は
八
百
人
余
り
の
女
性
が
応
募
し
、
選
考
の
結
果
六
五
人
が
採
用
さ
れ

た
」﹇
河
畠・厚
美・島
村2001: 34

﹈と
あ
る
。

❖
12 「
寝
た
き
り
」と
い
う
言
葉
は
当
時
ま
だ
普
及
し
て
お
ら
ず
、「
臥
床
老
人
」と
い
う
用
語
も

考
え
ら
れ
た
と
い
う
。
の
ち
に
朝
日
新
聞
元
論
説
委
員
の
大
熊
由
紀
子
ら﹇
大
熊1991; 

朝
日

新
聞
論
説
委
員
室・
大
熊1996

﹈が
、「
寝
た
き
り
」で
は
な
い
、「
寝
か
せ
き
り
」だ
と
、
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
。

❖
13 

二
〇
〇
四
年
か
ら「
痴
呆
症
」は「
認
知
症
」と
改
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
本
書
で
は

当
時
の
歴
史
的
名
称
を
採
用
す
る
。

❖
14 

こ
の
小
説
は
、
二
〇
〇
万
部
を
超
え
る「
戦
後
最
大
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」﹇
木
本1988

﹈と
な

り
、
版
元
の
新
潮
社
は
社
屋
を
増
築
し
て「
恍
惚
ビ
ル
」と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

❖
15 

有
吉
の
こ
の
作
品
は
、
呆
け
不
安
を
煽
り
老
化
へ
の
恐
怖
を
問
題
化
す
る
側
面
と
、
介
護

負
担（
と
り
わ
け
嫁
の
家
族
介
護
）を
問
題
化
す
る
側
面
の
両
方
が
あ
っ
た
。
高
齢
の
男
性
読
者
は

前
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
り
、
中
年
の
女
性
読
者
は
後
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
傾
向

が
あ
っ
た
こ
と
は
、
作
者
の
平
野
謙
と
の
対
談
の
な
か
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
有
吉
に

と
っ
て
も「
嫁
の
介
護
」は
自
明
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の「
負
担
の
重
さ
」が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
わ
た
し
は『
上
野
千
鶴
子
が
文
学
を
社
会
学
す
る
』﹇
上
野2000

﹈の
な
か
で
、
有
吉

の
こ
の
作
品
を「
老
人
介
護
文
学
」と
し
て
論
じ
、
そ
の
二
三
年
後
、
一
九
九
五
年
に
刊
行
さ
れ
た

佐
江
衆
一
の『
黄
落
』﹇
佐
江1995

﹈と
比
較
し
た
が
、
佐
江
の
作
品
の
な
か
で
は「
嫁
の
介
護
」そ
の

も
の
の
自
明
性
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。



1 1 2ケアの社会学

さ
れ
る
」と
し
て
、
介
護
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー・バ
イ
ア
ス
を
批
判
し
た16

❖

。
痴
呆
介

護
に
焦
点
化
さ
れ
た
家
族
介
護
者
の
介
護
負
担
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
し
だ

い
に
問
題
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。「
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性

の
会
」は
、
会
員
を
対
象
に
独
自
の
調
査・研
究
を
次
々
に
実
施
し
、
そ
の
結

果
を
世
に
問
う
て
き
た
が
、
九
七
年
の
第
二
回「
家
族
介
護
に
つ
い
て
の
実

態
調
査
」に
よ
れ
ば
、
家
族
介
護
者
の
高
齢
化
に
加
え
て
、
介
護
の
長
期
化・

重
度
化・多
重
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
い
う
な
か
で
、
九
四
年
に
細
川
内
閣
の「
新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
」が
策

定
さ
れ
、
介
護
保
険
構
想
が
浮
上
し
た
。
お
よ
そ
六
年
に
わ
た
る
検
討
を
経

て
、
九
七
年
に
国
会
で
可
決
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、「
介
護
の
社
会
化
を
進
め
る
一
万
人

市
民
委
員
会
」と
な
ら
ん
で
、「
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」は
、
政

策
決
定
に
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ
ま
で
低
所

得
者
層
、
独
居
老
人
に
限
定
さ
れ
て
い
た
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
、
家
族
介
護
者

の
い
る
中
間
層
の
在
宅
高
齢
者
に
ま
で
拡
大
し
た
点
で
、
介
護
保
険
は
画
期

的
な
制
度
で
あ
り
、「
家
族
介
護
」の
脱
自
然
化
に
向
け
て
、
一
歩
を
踏
み
出

し
た
も
の
と
言
え
る
。
介
護
保
険
の
評
価
と
検
証
は
7
章
以
降
で
扱
う
こ
と

に
し
て
、
本
節
で
は「
家
族
介
護
」が「
問
題
化
」さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
、

比
較
的
最
近
の
現
象
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
家
族
介
護
」は
字
義
通
り
、「
家
族
」の
一
員
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
と
こ

「
家
族
介
護
者
」と
は
誰
か

4

1997
﹈さ
れ
た
。

そ
れ
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
家
族
介
護
者
の
自
助
努
力
が
続
い
た
。
八
〇
年

に
は
京
都
で「
呆
け
老
人
を
か
か
え
る
家
族
の
会
」が
発
足
。
一
周
年
を
迎

え
る
こ
ろ
に
は
、
全
国
一
〇
ヵ
所
、
会
員
数
九
六
〇
人
を
擁
す
る
に
至
っ

た
。
八
三
年
に
は
一
部
の
保
健
所
で
よ
う
や
く
精
神
衛
生
相
談
の
一
部
と
し

て「
ぼ
け
相
談
窓
口
」を
開
設
、
た
だ
し
、
低
所
得
で
も
な
け
れ
ば
家
族
介
護

資
源
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
高
齢
者
に
、
公
的
支
援
の
選
択
肢
は
な
か
っ
た
。

わ
ず
か
に
各
地
の「
家
族
の
会
」が
月
に
一
回
程
度
の
デ
イ
ケ
ア
を
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
提
供
す
る
こ
と
で
、
家
族
介
護
者
の
負
担
を
軽
減
し
て
い
た
に
す

ぎ
な
い
。

同
じ
年
、
全
国
最
大
の
生
協
、
灘
神
戸
生
協
で「
コ
ー
プ
く
ら
し
の
助
け

合
い
活
動
」が
ス
タ
ー
ト
。
有
料
で
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業

を
始
め
た
。
9
章
で
詳
し
く
論
じ
る
が
、
今
日
、「
協
セ
ク
タ
ー
」と
呼
ば
れ

る
市
民
事
業
体
の
は
し
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
介
護
負
担
の
重
さ

に
あ
え
ぎ
な
が
ら
、
公
的
支
援
の
期
待
で
き
な
い
待
っ
た
な
し
の
現
実
の
な

か
で
、
共
助
の
理
念
を
実
現
し
よ
う
と
動
き
始
め
た
人
々
で
あ
っ
た
。

同
じ
く
八
三
年
に「
高
齢
化
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」が
発
足
、
人
口

高
齢
化
率
が
一
四
%
を
超
え
た
九
四
年
に
は
、「
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女

性
の
会
」と
改
称
し
た
。
お
な
じ
頃
、
新
聞
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
で
も
あ
っ
た

横
浜
の
高
齢
男
性（
八
六
歳
）が
、
介
護
疲
れ
か
ら
痴マ

マ
呆
症
の
妻
を
絞
殺
す
る

と
い
う
事
件
が
報
道
さ
れ
、
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。「
高
齢
社
会
を
よ
く
す

る
女
性
の
会
」の
代
表
、 

樋
口
恵
子
は
、「
要
介
護
に
な
る
と
、
妻
は
夫
に
殺
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ゴ
リ
ー
だ
け
で
五
二・
〇
%
を
占
め
る
。
次
に
夫
八・
二
%
、
息
子
七・
六
%

と
続
く
。
そ
の
他
の
女
性
親
族
一・
九
%
は
、
孫
や
姪
で
あ
る
こ
と
が
推
定

さ
れ
、
そ
れ
に
つ
づ
く
の
が
婿（
娘
の
夫
）の
〇・
五
%
で
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ

家
族
介
護
者
の
う
ち
で
男
性
の
割
合
が
漸
増
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
高
齢
者

の
夫
婦
世
帯
が
増
加
し
て
い
る
結
果
、「
配
偶
者
」カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
男
性
、

つ
ま
り
夫
に
よ
る
妻
の
介
護
が
増
え
て
き
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の

デ
ー
タ
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
家
族
介
護
者
と
し
て
の
女
性
の
役
割
、
と
り

わ
け
嫁
の
介
護
は
依
然
と
し
て
根
強
い
が
、
し
だ
い
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。

こ
れ
ま
で「
家
族
介
護
者
」と
言
え
ば
、「
同
居
の
親
族
」で
あ
る
こ
と
を
自

明
の
前
提
と
し
て
き
た
。
だ
が
近
年
の
調
査
で
は
、
高
齢
者
の
世
帯
分
離
の

傾
向
か
ら
、「
家
族
介
護
者
」に「
別
居
親
族
」も
含
ま
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
て

き
た
。
こ
れ
ま
で
は
同
居
と
扶
養
、
そ
し
て
介
護
と
が
三
点
セ
ッ
ト
の
よ
う

に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
三
つ
が
分
離
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
同
居
と

介
護
と
が
分
離
し
て
き
た
動
向
を
背
景
に
、
高
齢
者
の
世
帯
構
造
の
変
化
と

同
居
規
範
の
ゆ
ら
ぎ
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を
総
合
す
る
と
、
九
〇
年
代
以
降
、
以
下
の
よ
う
な

変
化
が
急
速
に
起
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
一
は
、
高
齢
者
と
子
世
帯
と
の
世
帯
分
離
の
傾
向
で
あ
る
。
高
齢
者
の

三
世
代
同
居
率
は
低
下
す
る
一
方
、
代
わ
っ
て
し
だ
い
に
増
え
て
い
る
の
が

ろ
で「
家
族
介
護
者
」と
は
、
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
だ
ろ
う
か
?

厚
労
省
の「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」は
、「
要
介
護
者
か
ら
見
た
主
な
介
護

者
の
続
柄
」を
、
配
偶
者
、
子
、
子
の
配
偶
者
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
お

り
、
こ
れ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
区
別
を
含
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最
近

の
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
要
介
護
高
齢
者
の
う

ち
、
親
族
と
同
居
し
て
い
る
の
は
全
体
の
七
一・
一
%
、
そ
の
内
訳
は
、
配

偶
者
二
五・
九
%
、
子
一
九・
九
%
、
子
の
配
偶
者
二
二・
五
%
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
で
は
、
配
偶
者
が
妻
な
の
か
夫
な
の
か
、
子
の
配
偶
者
が
嫁
な
の

か
婿
な
の
か
、
デ
ー
タ
か
ら
だ
け
で
は
読
み
と
れ
な
い
。
こ
う
い
う
統
計
を
、

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
非
関
与
なgender indiff erent
」統
計
と
い
う
。「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
非
関
与
な
」と
は
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
中
立
的
なgender neutral

」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
敏
感
で
な
いgender 

insensitive

」統
計
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
2
章
で
ケ
ア
を
め
ぐ
る
言
説
の
脱

ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の
政
治
に
つ
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
現
に
そ
こ
に
あ
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
現
実
を
無
視
し
反
映
し
な
い
統
計
は
、
実
際
の
役
に
立
た

な
い
ば
か
り
か
、
中
立
性
の
見
か
け
の
も
と
に
そ
の
実
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

偏
り
の
あ
る
」現
実
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
政
治
を
隠
蔽
す
る
効
果
が
あ

る
こ
と
を
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
統
計
」は
問
題
に
し
て
き
た﹇ 

伊
藤1997

﹈。

そ
の
た
め
、
二
〇
〇
二
年
の「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」は
、「
同
居
の
家
族

等
介
護
者
の
男
女
別
内
訳
」と
い
う
付
表
を
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
性
別
を
加
え
た
家
族
介
護
者
の
続
柄
は
、
多
い
順
番
に
嫁（
息
子
の
妻
）

二
二・
一
%
、
妻
一
七・
六
%
、
娘
一
二・
三
%
と
な
り
、
こ
の
三
つ
の
カ
テ

❖
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被
告
の
夫
に
世
論
は
同
情
的
で
、
そ
の
後
法
廷
は
、
被
告
に
懲
役
三
年
執
行
猶
予
三
年
の

「
温
情
的
」な
判
決
を
出
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
が
介
護
疲
れ
か
ら
の
妻
に
よ
る
夫
の
殺
害
、
も
し
く

は
嫁
や
娘
に
よ
る
老
親
の
殺
害
だ
っ
た
ら
世
論
の
反
応
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
?
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多
く
残
そ
う
と
す
る
傾
向
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
逆
に
遺
産
の
分
割
を
手

段
と
し
て
、
複
数
の
子
ど
も
の
あ
い
だ
を
親
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
傾
向
も

あ
る
。

第
三
は
、
同
居
開
始
時
期
が
遅
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
子
の
結
婚
と
同
時
に

同
居
が
始
ま
る
ケ
ー
ス
は
減
少
し
、
代
わ
っ
て
親
の
高
齢
化
や
要
介
護
状
態

の
発
生
、
配
偶
者
に
先
立
た
れ
て
単
身
に
な
る
な
ど
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
上

の
変
化
を
契
機
に
、
遅
れ
て
同
居
を
開
始
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
を
中
途

同
居
と
言
う
が
、
そ
の
多
く
は「
呼
び
寄
せ
」型
同
居
で
あ
り
、
居
住
地
の
移

転
を
迫
ら
れ
る
の
は
親
世
代
の
ほ
う
で
あ
る
。
ま
た
同
居
に
と
も
な
っ
て
、

す
で
に
確
立
し
た
子
世
帯
の「
家
風
」に
合
わ
せ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の
も
、

親
の
ほ
う
と
な
る
。
高
齢
期
や
要
介
護
期
に
な
っ
て
か
ら
同
居
を
開
始
し
た

親
は
、
成
長
期
を
と
も
に
し
て
き
て
い
な
い
孫
か
ら
は
な
じ
み
が
薄
く
、
ま

た
同
居
の
当
初
か
ら
、
家
族
に
貢
献
す
る
メ
ン
バ
ー
と
し
て
で
は
な
く
家
族

の
負
担
と
な
る
メ
ン
バ
ー
と
し
て
加
わ
る
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
高
齢
者
の「
幸
福
度
調
査
」で
は
、
中
途

同
居
の
高
齢
者
の
幸
福
度
が
、
他
の
居
住
形
態
に
比
べ
て
低
い
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。

第
四
は
、
た
と
え
同
居
の
場
合
で
も
、
強
い
家
計
分
離
の
傾
向
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
か
つ
て
は
同
一
世
帯
は
同
一
家
計
が
前
提
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
親
と
の
同
居
す
な
わ
ち
扶
養
と
い
う「
常
識
」が
通
用
し
て
い
た
が
、
年

金
権
の
確
立
に
よ
っ
て
高
齢
者
が
必
ず
し
も
経
済
弱
者
で
は
な
く
な
る
に
つ

れ
、
親
世
代
の
扶
養
と
介
護
費
用
の「
受
益
者
負
担
」の
原
則
が
急
速
に
普
及

夫
婦
世
帯
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
今
日
で
は
、
夫
婦
が
揃
っ
て
い

る
あ
い
だ
は
、
別
世
帯
を
維
持
す
る
慣
行
が
定
着
し
て
い
る
。
夫
婦
の
一
方

が
要
介
護
状
態
に
な
っ
て
も
別
居
が
維
持
さ
れ
る
傾
向
は
、
家
族
介
護
者
の

う
ち「
配
偶
者
」の
比
率
を
お
し
あ
げ
る
結
果
と
な
っ
た
。
家
族
介
護
者
の
男

性
比
率
が
高
ま
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の「
配
偶
者
」カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
、
男

性
、
す
な
わ
ち
妻
の
介
護
を
す
る
夫
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
夫

妻
の
年
齢
差
は
日
本
で
は
高
齢
者
ほ
ど
大
き
く
、
一
般
に
夫
が
妻
よ
り
年
長

の
傾
向
が
あ
る
が
、
要
介
護
状
態
に
な
る
順
番
は
年
齢
ど
お
り
と
は
限
ら

な
い
。

第
二
は
、
同
居
の
場
合
も
、
同
居
の
相
手
が
長
男
と
は
限
ら
な
い
、
と
い

う
長
男
規
範
の
ゆ
ら
ぎ
で
あ
る
。
こ
れ
を「
修
正
直
系
家
族
」「
選
択
的
拡
大

家
族
」と
名
づ
け
る
家
族
社
会
学
者
も
い
る
。
長
男
の
嫁
と
気
が
合
わ
な
い

か
ら
次
男
の
世
帯
と
同
居
す
る
と
か
、
長
男
が
海
外
赴
任
し
て
い
る
た
め
に

近
く
に
住
ん
で
い
る
三
男
の
一
家
と
同
居
を
選
ぶ
と
い
う
ケ
ー
ス
や
、
娘
夫

婦
と
同
居
と
い
う
選
択
肢
も
増
え
て
き
た
。
ま
た
子
ど
も
が
順
番
に
婚
出
し

て
い
っ
た
結
果
、
最
後
に
残
っ
た
未
婚
の
子
ど
も
と
同
居
す
る
と
い
う「
パ

ラ
サ
イ
ト
」型
の
同
居
も
少
な
く
な
い
。
二
世
帯
住
宅
や
近
接
異
居
の
ケ
ー

ス
も
あ
り17

❖

、
こ
の
場
合
は
母
系
型（
妻
方
親
族
寄
り
）居
住
が
選
好
さ
れ
る
傾
向

が
あ
る
。
と
り
わ
け
女
性
の
就
労
率
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
出
産
を
前
提
に
実

家
の
母
親
の
育
児
支
援
を
期
待
し
て
、
娘
世
帯
が
居
住
地
選
択
を
決
め
る
傾

向
が
、
都
市
部
で
強
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
同
居
相
手
の
選
択
に
と
も
な
っ
て
、

親
の
側
で
も
扶
養
や
介
護
に
貢
献
度
の
高
い
子
ど
も
に
、
遺
産
を
案
分
し
て
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い「
遺
棄
型
別
居
」、
こ
れ
に
対
し
て
中
間
層
で
は
、
遺
棄
す
る
に
は
し
の
び

な
い
が
世
帯
分
離
を
維
持
す
る
ま
で
の
ゆ
と
り
も
な
い
人
々
の「
や
む
な
く

同
居
」「
し
ぶ
し
ぶ
同
居
」が
多
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
選
ぶ
余
裕

さ
え
あ
れ
ば
、
す
す
ん
で
別
居
を
選
好
す
る
高
齢
者
は
少
な
く
な
い
の
で
あ

る
。「
同
居
」が
即
幸
せ
、
と
い
う
同
居
規
範
は
揺
ら
い
で
き
て
い
る
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
高
齢
者
の
自
殺
率
統
計
の
う
ち
、
同
居
親
族
の
い
る

高
齢
者
と
単
身
高
齢
者
と
を
比
べ
る
と
、
前
者
の
方
が
自
殺
率
が
高
い
、
と

い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。
う
つ
病
患
者
が
そ
の
回
復
期
に
自
殺
を
図

る
よ
う
に
、
自
殺
は
能
動
的
な
行
為
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
す

る
。
ま
た
自
殺
は
、
自
分
の
周
囲
に
い
る
他
者
に
対
す
る
、
こ
と
ば
に
な
ら

な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
性
格
も
帯
び
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
同
居
親

族
の
い
る
高
齢
者
の
自
殺
率
が
高
い
こ
と
は
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
子

ど
も
の
家
族
に
無
視
さ
れ
た
と
か
、
虐
待
さ
れ
た
と
か
の
理
由
で
、
高
齢
者

し
て
い
っ
た
。
家
族
は
か
つ
て
は「
家
計
共
同
体
」で
あ
り
、
世
帯
主
の
シ
ン

グ
ル
イ
ン
カ
ム
が
そ
の
ま
ま「
シ
ン
グ
ル・ポ
ケ
ッ
ト
」（
財
布
が
ひ
と
つ
）と
な
っ

て
い
た
が
、
ダ
ブ
ル
イ
ン
カ
ム
世
帯
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
、
一
つ
の
世
帯

に「
ダ
ブ
ル・ポ
ケ
ッ
ト
」、「
ト
リ
プ
ル・ポ
ケ
ッ
ト
」が
あ
る
こ
と
は
あ
た
り

ま
え
に
な
っ
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
介
護
の
有
償
化
と
外
注
が
進
む
に
つ
れ
、

こ
の「
受
益
者
負
担
」（「
介
護
費
用
は
要
介
護
本
人
の
年
金
の
範
囲
で
」）が
一
般
化
し
て

き
た
こ
と
は
、
介
護
費
用
の
出
所
を
尋
ね
る
各
種
の
調
査
か
ら
も
わ
か
っ
て

い
る18

❖
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春
日2001a;

上
野2005

﹈。
こ
の
こ
と
は
無
年
金
や
低
年
金
の
高
齢
者
に

き
び
し
い
状
況
を
強
い
る
結
果
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
高
齢
者
の「
同
居
」の
内
容
は
、
急
速
に
変
容
を
遂
げ
て

き
て
い
る
。
同
時
に
、
子
世
帯
と
の
同
居
が
高
齢
者
の
幸
せ
、
親
と
の
同
居

が
子
の
つ
と
め
、
と
い
う「
同
居
規
範
」も
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、

子
と
の
同
居
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
を
見
る
と
、
世
代
が
若
い
ほ
ど「
同
居
」

を
よ
し
と
す
る
人
々
の
数
は
、
男
女
と
も
減
少
傾
向
に
あ
る
。

世
帯
分
離
は
、
子
世
帯
が
遠
隔
地
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
物
理
的
な
理
由

や
、
子
世
帯
や
親
世
帯
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
と
い
っ
た
余
儀
な
い
理
由
ば
か
り

で
起
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
済
階
層
別
の
同
居
率
の
デ
ー
タ
を
見
る

と
、
高
齢
者
同
居
率
は
高
経
済
階
層
と
低
経
済
階
層
で
低
く
、
中
間
層
で
高

い
、
山
型
を
描
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
別
居
に
も
同
居
に

も
、
経
済
階
層
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
理
由
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。
高
経
済
階
層
は
二
世
帯
を
維
持
で
き
る
ゆ
と
り
が
あ
れ
ば
別
居
を
選
好

す
る「
選
択
的
別
居
」、
低
経
済
階
層
は
子
世
帯
に
親
を
ひ
き
と
る
余
裕
の
な

❖
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世
帯
構
成
の
統
計
で
は「
近
接
異
居
」は
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
居
か
別
居
か

の
区
別
し
か
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
ど
の
程
度
を「
近
接
」と
い
う
か
に
つ
い
て
は
、
定
ま
っ
た
定
義

が
な
い
。
空
間
距
離
か
ら
時
間
距
離
ま
で
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
同
一
敷
地
内
隣
居
か
ら
、
ク
ル

マ
に
よ
る
移
動
一
五
分
圏
内
ま
で
、
人
に
よ
っ
て「
近
接
」の
程
度
は
異
な
る
。
八
〇
年
代
大
阪
府

下
で
の
調
査
で
は
、
新
婚
夫
婦
の
新
居
住
地
選
択
に
あ
た
っ
て
の
条
件
は
、「
妻
の
実
家
か
ら
都

市
交
通
機
関
を
使
っ
て
乗
り
換
え
な
し
の
一
五
分
圏
」と
い
う
デ
ー
タ
が
出
た
。
こ
の
時
期
か
ら

す
で
に
、
母
系
型
選
好
が
見
ら
れ
る
。

❖
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春
日
キ
ス
ヨ
も
近
年
の
家
計
分
離
の
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
わ
た
し
自
身
の
調
査
か
ら

も「
介
護
の
費
用
負
担
」の
う
ち「
本
人
」の
割
合
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
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の
は
、
中
産
階
級
の
家
族
介
護
者（
と
そ
の
配
偶
者
）た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
不
可
視
の
存
在
と
さ
れ
て
い
た
家
族
介
護
が
、
政
治
的
に
可
視

化
さ
れ
た
の
が
七
〇
年
代
で
あ
る
。
昭
和
五
三
年
版
の『
厚
生
白
書
』﹇
厚
生
省

1978

﹈は
、
家
族
介
護
を「
社
会
福
祉
の
含
み
資
産
」と
呼
ん
だ
。
先
進
諸
国

で
福
祉
国
家
化
が
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
た
こ
の
時
期
に
、「
日
本
型
福
祉

社
会
」は
、
家
族
介
護
者
の
不
払
い
労
働
を
組
み
こ
ん
だ「
安
上
が
り
福
祉
」

の
構
想
と
し
て
浮
上
し
、
政
治
が
高
齢
者
福
祉
を
さ
ぼ
る
口
実
を
与
え
た
。

こ
の
と
き
に
想
定
さ
れ
た「
介
護
資
源
」と
は
、
四
〇
代
の
無
業
の
主
婦
の
存

在
で
あ
る19

❖

。「
同
居
の
嫁
は
ヘ
ル
パ
ー
三
人
分
」と
言
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
政

府
が
同
居
家
族
の
無
償
介
護
労
働
の
価
値
を
、
有
償
の
労
働
と
の
比
較
で
認

知
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

「
高
齢
化
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」（
当
時
）の
代
表
、 

樋
口
恵
子
は

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
名
手
と
し
て
も
有
名
だ
が
、
こ
れ
を
批
判
し
て
家
族

介
護
を「
日
本
社
会
の
含
み
損0

」と
呼
ん
だ
。
当
時
す
で
に
大
量
に
進
行
し
て

い
た
女
性
の
職
場
進
出
を
背
景
に
、
無
業
の
主
婦
が
家
庭
に
と
ど
ま
る
こ
と

を「
社
会
的
損
失
」と
捉
え
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
自
身
も
同
じ
状
況
を
指

し
て「
よ
い
嫁
は
福
祉
の
敵
」と
呼
ん
だ
。
そ
の
当
時
も
ま
だ
一
部
の
地
方
で

残
っ
て
い
た「
孝
行
嫁
」表
彰
な
ど
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、「
嫁
の
が
ん
ば
り
」

が
政
治
の
責
任
逃
れ
を
助
長
し
、
福
祉
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
逆
説
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。「
嫁
」の
介
護
は
当
事
者
に
と
っ
て
は
選
択
の

余
地
の
な
い
、
2
章
で
い
う「
強
制
労
働
」の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。

「
日
本
型
福
祉
」の
な
か
で「
無
業
の
主
婦
」の
貢
献
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、

は「
あ
て
つ
け
自
殺
」を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
世
代
間
の
世
帯
分
離
が
自
明
視

さ
れ
て
い
る
西
欧
や
北
欧
の
高
齢
者
に
対
し
て
、
日
本
の
家
族
制
度
を
支
持

す
る
保
守
的
な
人
々
は
、
単
身
高
齢
者
を「
孤
独
な
老
人
」と
呼
ん
で
北
欧
の

高
齢
者
の
自
殺
率
の
高
さ
を
折
に
ふ
れ
と
り
上
げ
て
き
た
が
、
高
齢
者
自
殺

率
の
国
際
比
較
か
ら
は
、
そ
れ
も
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
て
い
る
。
北

欧
よ
り
日
本
の
高
齢
者
の
自
殺
率
の
方
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
日
本
で
も
高

齢
者
と
子
世
帯
の
世
帯
分
離
は
急
速
に「
常
識
化
」し
て
き
た
。
第
三
者
の
視

線
や
内
面
化
さ
れ
た「
同
居
規
範
」か
ら「
強
制
的
」同
居
を
選
ぶ
こ
と
は
、
高

齢
者
に
と
っ
て
も
、
子
世
代
に
と
っ
て
も
、
双
方
に
と
っ
て
必
ず
し
も
望
ま

し
い
選
択
と
は
言
え
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
高
齢
者
福
祉
は
、
同
居
の
家
族
介
護
者
が
い

る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
。
介
護
の
社
会
化
を

謳
っ
た
介
護
保
険
で
す
ら
、
利
用
料
の
上
限
を
設
け
る
こ
と
で
、「
利
用
者

本
位
」と
言
い
な
が
ら
家
族
介
護
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
。
要
介
護
度

5
の
利
用
者
で
利
用
料
の
月
額
上
限
約
三
六
万
円
は
、
単
身
世
帯
の
在
宅
高

齢
者
の
必
要
量
に
足
り
な
い
こ
と
は
、
最
初
か
ら
織
り
こ
み
済
み
だ
っ
た
。

と
い
う
よ
り
も
、
介
護
保
険
の
制
度
設
計
そ
の
も
の
が
、「
利
用
者
本
位
」の

か
け
声
の
裏
で
、
当
初
か
ら
家
族
介
護
者
の
負
担
軽
減
を
め
ざ
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
政
策
意
図
の
も
と
に
合
意
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
制
度
設
計
の
意
図
通
り
、
介
護
保
険
に
よ
っ
て
ほ
っ
と
息
を
つ
い
た

「
家
族
介
護
」は
福
祉
の
含
み
資
産
か

5
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場
合
に
、
障
害
年
金
の
受
給
権
が
あ
る
か
ど
う
か
が
、
法
廷
で
争
わ
れ
て
き

た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
無
業
の
主
婦
だ
け
が
、「
保
険
料
免
除
」の
特
典
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?

こ
の「
専
業
主
婦
優
遇
策
」は
、
働
く
女
性
と
専
業
主
婦
を
分
断・
対
立
さ

せ
る
も
の
と
し
て
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
二

号
被
保
険
者
に
は
、
無
業
の
妻
を
持
っ
た
被
雇
用
者
の
夫
の
ほ
か
に
、
共
働

き
の
夫
と
妻（
さ
ら
に
シ
ン
グ
ル
の
男
女
）が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
将
来
専
業
主

婦
の
受
け
取
る
年
金
の
原
資
は
、
こ
れ
ら
の
男
女
労
働
者
の
支
払
う
保
険
料

の
な
か
か
ら
支
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て「
専
業
主
婦
」は
年
金

の「
タ
ダ
乗
り
」を
し
て
お
り
、
も
し
主
婦
も
自
分
の
保
険
料
を
納
付
す
る
と

し
た
ら
、
す
べ
て
の
二
号
被
保
険
者
の
保
険
料
が
年
額
約
二
七
〇
〇
円
程
度

軽
減
さ
れ
る
、
と
い
う
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
示
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
働
く

女
性
の
不
公
平
感
は
も
っ
と
も
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
働
い
て
い

政
策
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
八
六
年
に
は
、
年
金
制
度
の
も
と
で
、
三

号
被
保
険
者20

❖

、
つ
ま
り
被
雇
用
者
の
無
業
の
配
偶
者
の
保
険
料
免
除
が
制
度

化
さ
れ
る
。
八
七
年
に
税
制
の
配
偶
者
特
別
控
除（
年
収
一
〇
三
万
円
ま
で
の
配
偶

者
控
除
に
加
え
、
一
三
〇
万
円
ま
で
は
世
帯
主
の「
被
扶
養
家
族
」と
し
て
年
金・保
険
料
の
負
担
を

免
除
す
る
制
度
）が
つ
く
ら
れ
る
。
八
〇
年
代
に
次
々
と
実
施
さ
れ
た
こ
れ
ら
の

い
わ
ゆ
る「
専
業
主
婦
優
遇
策
」は
、
高
齢
社
会
を
視
野
に
入
れ
た「
日
本
型

福
祉
」の
基
盤
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
、「
日
本

型
福
祉
」の
歴
史
は
浅
く
、
決
し
て
日
本
の「
伝
統
」で
も「
慣
行
」で
も
な
い

こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

三
号
被
保
険
者
問
題
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
尾
を
引
き
続
け
て
い
る
。

八
六
年
の
制
度
改
革
は
、
二
号
被
保
険
者（
被
雇
用
者
）の
無
業
の
妻
の
保
険
料

納
付
を
免
除
し
、
し
か
も
夫
の
年
金
と
は
べ
つ
に
個
人
年
金
権
を
保
障
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
専
業
主
婦
も
年
金
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
か

ら
、
こ
の
制
度
改
革
は「
専
業
主
婦
優
遇
策
」と
呼
ば
れ
た
。
二
〇
歳
以
上
の

国
民
全
員
が
強
制
加
入
を
求
め
ら
れ
る
年
金
制
度
の
も
と
で
、「
収
入
が
な

い
か
ら
保
険
料
を
免
除
す
る
」と
い
う
根
拠
を
主
婦
に
だ
け
適
用
す
る
の
は

合
理
性
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、
二
〇
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
学
生
や

失
業
者
で
あ
れ
、
保
険
料
納
付
の
延
期
は
認
め
ら
れ
て
も「
免
除
」は
認
め
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
タ
テ
マ
エ
上
、
年
金
は
自
分
が
払
い
こ
ん

だ
保
険
料
を
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
受
け
取
る
と
い
う
保
険
制
度
に
も
と
づ
い

て
い
る
た
め21

❖

、
受
益
者
負
担
の
原
則
に
き
び
し
い
こ
と
は
、
健
康
保
険
で
も

介
護
保
険
で
も
共
通
し
て
い
る
。
保
険
料
未
払
い
者
が
中
途
障
害
を
負
っ
た

❖
19 

日
本
大
学
人
口
問
題
研
究
所
は
日
本
介
護
資
源
地
図
な
る
も
の
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
全
国
四
七
都
道
府
県
の
人
口
に
対
す
る
、
四
〇
代
無
職
既
婚
女
性（
専
業
主
婦
）比
率
を
表
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の「
常
識
」で
は
、
四
〇
代
で
無
業
の
主
婦
で
あ
れ
ば
、
介
護
資
源
と
な

る
こ
と
が
自
明
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー・バ
イ
ア
ス
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

❖
20 
年
金
制
度
で
は
一
号
被
保
険
者
が
自
営
業
者
と
そ
の
家
族
就
業
者
、
二
号
被
保
険
者
が
被

雇
用
者
、
三
号
被
保
険
者
が
二
号
の
無
業
の
配
偶
者
、
す
な
わ
ち
被
雇
用
者
の
無
業
の
妻
、
と

な
っ
て
い
る
。

❖
21 

実
際
に
は
年
金
財
政
は
と
っ
く
に
積
立
制
か
ら
拠
出
制
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
つ
ま
り
現

在
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
々
の
財
源
は
、
過
去
の
積
立
金
で
は
な
く
現
在
の
年
金
支
払
者
の
拠

出
し
た
お
金
で
あ
る
。
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年
収
が
上
限
額
を
越
え
な
い
よ
う
に
就
労
調
整
を
し
な
が
ら
パ
ー
ト
や
ア
ル

バ
イ
ト
等
の
周
辺
労
働
で
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
多
く
の
企

業
は
こ
れ
ら
の
女
性
の
非
正
規
雇
用
の
恩
恵
を
受
け
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
の

保
険
と
年
金
を
負
担
し
な
い
で
す
ん
で
き
た
。

つ
ま
り
三
号
被
保
険
者
制
度
と
は
、「
専
業
主
婦
優
遇
策
」ど
こ
ろ
か
、
そ

の
夫
と
、
夫
と
妻
そ
れ
ぞ
れ
の
雇
用
主
で
あ
る
企
業
の
優
遇
策
な
の
だ
が
、

こ
れ
に
加
え
て
第
四
の
効
果
を
あ
げ
よ
う
。

八
六
年
の
制
度
改
革
で
無
業
の
妻
の
個
人
年
金
権
が
確
立
さ
れ
た
が
、
夫

の
死
亡
時
に
残
さ
れ
た
妻
は
、
自
分
の
年
金
の
受
給
を
続
け
る
か
、
遺
族
年

金（
夫
の
年
金
の
半
額
）を
受
け
取
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
。
妻
に
遺
族

年
金
の
受
給
資
格
が
な
い
の
は
、
夫
死
亡
時
の
前
年
に
年
収
が
七
〇
〇
万
円

を
越
え
た
場
合
だ
け
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
ほ

と
ん
ど
の
妻
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
年
金
よ
り
夫
の
遺
族
年
金
の
額
面
の
ほ

う
が
高
い
た
め
、
妻
は
自
分
の
年
金
を
放
棄
す
る
結
果
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
保
険
料
を
納
付
し
て
き
た
働
く
女
性
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
個
人
年
金

額
が
低
け
れ
ば
、
夫
の
死
亡
後
に
は
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

何
の
た
め
に
年
金
を
支
払
い
続
け
て
き
た
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
年
金
制
度
の
効
果
は
、
熟
年
離
婚
の
抑
制
で
あ
る22

❖

。

こ
う
し
た「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
偏
り
の
あ
る
」制
度
は
、
第
一
に「
介
護
適
齢

期
」の
中
高
年
女
性
を
介
護
に
縛
り
つ
け
、
第
二
に
夫
に
対
す
る「
看
取
り
保

障
」と
し
て
働
く
。
政
策
立
案
者
に
こ
の
よ
う
な
政
策
意
図
が
あ
っ
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
証
言
が
あ
る
。

る
か
ら
と
い
っ
て
主
婦
役
割
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
も
、
介
護
負
担
か
ら
逃

れ
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
わ
た
し
自
身
が
他
の
と
こ
ろ
で
も
論
じ
た
よ
う
に﹇
上
野2005

﹈、
こ

の「
専
業
主
婦
優
遇
策
」は
、
そ
の
実
、
無
業
の
妻
を
持
っ
た
男
性
雇
用
労

働
者
と
、
そ
の
雇
用
主
で
あ
る
大
企
業
と
の「
優
遇
策
」に
ほ
か
な
ら
な
い
。

八
三
年
に
既
婚
女
性
の
う
ち
就
労
者
が
半
数
を
超
え
、
無
業
の
妻
す
な
わ

ち「
専
業
主
婦
」は
少
数
派
に
転
じ
て
い
た
。
妻
が
無
業
で
あ
る
こ
と
は
、
夫

の
シ
ン
グ
ル
イ
ン
カ
ム
だ
け
で
家
計
を
維
持
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ

の
時
期
ま
で
に
勤
労
者
世
帯
の
ダ
ブ
ル
イ
ン
カ
ム
率
は
六
割
に
達
し
て
お

り
、「
共
働
き
」は
世
帯
を
維
持
す
る
た
め
の
必
要
条
件
と
化
し
て
い
た
。
こ

の
時
代
に
妻
を
専
業
主
婦
と
し
て
無
業
に
と
ど
め
て
お
け
る
男
性
世
帯
主
と

は
、
相
対
的
に
高
い
賃
金
を
得
て
い
る
大
企
業
被
雇
用
者
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
人
々
は
労
働
者
の
う
ち
で
二
〇
%
に
満
た
な
か
っ
た
。

三
号
被
保
険
者
の
保
険
料
免
除
は
、
次
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
。

第
一
に
、
本
来
な
ら
ば
夫
の
収
入
の
中
か
ら
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本

人
負
担
の
保
険
料
を
免
除
す
る
こ
と
で
専
業
主
婦
の
夫
の
負
担
を
軽
減
す
る
。

第
二
に
、
保
険
料
負
担
は
被
雇
用
者
と
雇
用
主
と
が
折
半
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
妻
の
分
の
保
険
料
負
担
を
顧
慮
せ
ず
に
済
む
こ
と
で
、

夫
を
雇
っ
て
い
る
企
業
の
負
担
を
軽
減
す
る
。

第
三
に
、
こ
の「
無
業
の
妻
」は
そ
の
実「
無
業
」で
は
な
く
、
配
偶
者
特

別
控
除
の
も
と
、
年
収
一
三
〇
万
円
ま
で
は「
無
収
入
」と
見
な
そ
う
と
い

う「
み
な
し
専
業
主
婦
」で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
は
実
際
に
は
そ
の
多
く
が
、
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成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」﹇ 

春
日2001a: V

﹈。 

春
日
が
こ
こ
で
い
う「
介
護

問
題
」と
は
、
主
と
し
て「
家
族
介
護
問
題
」の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち「
家

族
介
護
」が「
問
題
」と
し
て
成
立
し
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
、「
高
齢
者
問
題
」と
は
主
と
し
て
身
寄
り
の
な
い（
し
か
も

低
階
層
の
）高
齢
者
の
扶
養
や
介
護
の
問
題
で
あ
り
、
家
族
の
い
る
高
齢
者
は

問
題
と
し
て
見
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

家
族
介
護
を
主
題
と
す
る
先
行
研
究
は
主
と
し
て
、
介
護
者
の
介
護
負
担

や
、
介
護
ス
ト
レ
ス
を
め
ぐ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。 

春
日
に
よ
れ
ば
、
今

日
に
お
け
る
家
族
介
護
は
、（
1
）高
度
化
し
た
介
護
水
準
、（
2
）高
密
度
な

介
護
関
係
、（
3
）長
期
間
の
介
護
生
活﹇ 

春
日1997: 91-93

﹈等
の
要
因
の
た
め

に
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
ス
ト
レ
ス
フ
ル
で
負
担
の
大
き
い
も
の
と
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
家
族
介
護
者
の「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
」﹇ 

和
気1998

﹈す
ら
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
家
族
介
護
の
問
題
化
は
、
介
護
者
の
過
労
や

共
倒
れ
、
さ
ら
に
は
先
述
し
た
よ
う
な
介
護
殺
人
の
よ
う
な
悲
惨
な
事
件
を

通
じ
て
、
よ
う
や
く
社
会
の
関
心
を
惹
い
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
問
題
化
を
通

じ
て
、
家
族
介
護
も
よ
う
や
く
研
究
主
題
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
る
よ
う
に

全
国
婦
人
税
理
士
連
盟
は
、「
三
号
被
保
険
者
」問
題
の
不
合
理
に
取
り
組

ん
で
、
長
い
あ
い
だ
反
対
運
動
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
そ
の
元
会
長
、
遠
藤

み
ち
が
、
八
〇
年
代
の
末
に
請
願
書
を
携
え
て
大
蔵
省（
当
時
）を
た
ず
ね
た

時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
印
象
的
に
語
っ
た
場
面
に
わ
た
し
は
遭
遇
し
た
。
遠
藤

ら
と
面
会
し
た
大
蔵
省
の
官
僚
は
、
こ
う
答
え
た
そ
う
で
あ
る
。

「
そ
れ
な
ら
年
寄
り
の
お
世
話
は
、
誰
が
す
る
ん
で
す
か
」

語
る
に
落
ち
る
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
制
度
設
計
者
の
政
策
意
図
の

な
か
に
は
、
高
齢
者
介
護
の「
含
み
資
産
」と
し
て
の「
専
業
主
婦
」が
、「
介

護
資
源
」と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
た
。
三
号
被
保
険
者
の「
優
遇
」と
は
、

そ
の
貢
献
に
対
す
る
わ
ず
か
な（
安
上
が
り
の
）国
家
か
ら
の
報
酬
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
う
理
解
し
て
初
め
て
、
失
業
者
や
学
生
な
ど「
収
入
の
な
い
」者
に

対
し
て
も
保
険
料
免
除
の
な
い
国
民
年
金
制
度
の
も
と
で
の
、「
専
業
主
婦

優
遇
」の「
謎
」が
解
け
る
。

確
認
し
よ
う
。「
日
本
型
福
祉
」と
は
け
っ
し
て
日
本
の「
伝
統
」な
ど
で
は

な
く
、
八
〇
年
代
に
、
近
未
来
に
到
来
し
つ
つ
あ
る「
高
齢
社
会
」を
視
野
に

入
れ
た
う
え
で
、「
家
族
介
護
」を
資
源
と
し
て
設
計
さ
れ
た
政
策
の
集
合
の

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 

春
日
キ
ス
ヨ
が『
介
護
問
題
の
社
会
学
』で
指
摘
す
る
よ
う
に
、「「
介
護

問
題
」が
日
本
に
誕
生
し
た
の
は
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
」﹇ 

春
日2001a: V

﹈。

「「
介
護
」と
い
う
社
会
問
題
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
こ
こ
三
〇
年
あ
ま
り
の
間
に

家
族
介
護
者
の
ス
ト
レ
ス
研
究

6

❖
22 
熟
年
離
婚
と
は
結
婚
経
過
年
数
二
〇
年
以
上
の
離
婚
を
言
う
。
二
〇
〇
六
年
四
月
か
ら
年

金
の
離
婚
時
分
割
制
度
が
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
実
施
さ
れ
た
ら
高
齢
者
層
の
離
婚
率
が
上
昇

す
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
は
裏
切
ら
れ
た
。
施
行
初
年
度
に
一
時
的
に
離
婚
率
が
上
昇
し
た
ほ
か

は
、
翌
年
度
か
ら
旧
に
復
し
た
か
ら
で
あ
る
。
離
婚
時
分
割
は
結
婚
年
数
に
応
じ
て
最
大
で
も
二

分
の
一
、
こ
れ
に
対
し
て
遺
族
年
金
は
年
金
額
の
四
分
の
三
だ
か
ら
、
多
く
の
妻
は
夫
を
看
取
っ

て
遺
族
年
金
を
受
け
と
る
ほ
う
を
選
択
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
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と
を
実
証
す
る﹇ 

石
井2003: 124

﹈。
な
か
で
も
介
護
関
係
以
前
に
高
齢
者
と
家

族
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
場
合
に
は
、「
自
己
抑
制
」と「
視

野
の
広
が
り
」が
強
く
認
知
さ
れ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
関
係
に
あ
っ
た
場
合
に

は「
運
命
の
受
容
」に
有
意
に
影
響
を
受
け
て
い
た
、
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
結

果
を
も
っ
て
、 

石
井
は
、 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
い
う「
介
護
が
与
え
る
人
間
的
発

達
へ
の
影
響
」を
検
証
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

彼
女
が「
人
間
的
発
達
」と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
項
目
を
仔
細
に
見
て
い
く

と
、「
自
己
抑
制
」に
は「
忍
耐
力
」「
人
の
和
を
考
え
る
」「
他
人
の
立
場
を
汲

み
取
る
」な
ど
の
指
標
が
並
ぶ
。
こ
れ
ら
は「
自
己
利
益
よ
り
他
人
の
つ
ご

う
を
優
先
す
る
」と
い
う
、
こ
れ
ま
で
女
性
に
多
く
求
め
ら
れ
て
き
た
徳
目
、

1
章
で
ふ
れ
た 

ギ
リ
ガ
ン
の
唱
え
た「
ケ
ア
の
倫
理
」に
重
な
る
。「
運
命
の

受
容
」に
は
、「
義
務
感
」や「
つ
と
め
」が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
は
嫁
と
し
て
、

娘
と
し
て
の
よ
う
な
社
会
的
規
範
の
受
容
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
に

お
け
る
有
意
な
得
点
を
、「
人
間
発
達
」の
指
標
と
捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
反

対
に「
抑
圧
」の
指
標
と
捉
え
る
か
は
、
分
析
者
の
拠
っ
て
立
つ
立
場
に
応
じ

て
変
わ
る
だ
ろ
う
。
要
介
護
者
と
の
関
係
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
場
合
に
認
め
ら

れ
る「
視
野
の
広
が
り
」で
さ
え
、
必
要
な
介
護
資
源
を
必
死
に
な
っ
て
求
め

る
家
族
介
護
者
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
。「
自
己
抑
制
」も「
視
野
の
広
が
り
」も
、

ま
し
て
や「
運
命
の
受
容
」も
、
強
い
ら
れ
た
状
況
を
受
容
す
る
た
め
の
介
護

者
の
懸
命
な
営
み
の
効
果
と
考
え
ら
れ
、
望
ん
で
得
た
選
択
と
は
言
い
が
た

い
。
事
実
、 
石
井
の
被
験
者
た
ち
は「
介
護
有
無
別
世
帯
の
高
齢
者
介
護
に

対
す
る
好
ま
し
さ
」と
い
う
調
査
項
目
に
対
し
て
、「
高
齢
者
介
護
を
行
っ
て

な
っ
て
き
た
。

そ
れ
で
は「
家
族
介
護
問
題
」と
は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
?

家
族
介
護
を
め
ぐ
る
研
究
分
野
は
心
理
学
、
福
祉
学
、
社
会
学
等
に
わ
た

り
、
量
的・質
的
な
実
証
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
は
先
行

研
究
の
う
ち
、
心
理
学
の
統
計
的
調
査
か
ら
そ
の
代
表
的
な
研
究
の
ひ
と

つ
で
あ
る 

石
井
京
子
の『
高
齢
者
へ
の
家
族
介
護
に
関
す
る
心
理
学
的
研
究
』

﹇ 

石
井2003

﹈と
、
福
祉
分
野
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
論
に
お
け
る 

和
気
純
子

の
家
族
ス
ト
レ
ス
研
究﹇ 

和
気1998

﹈を
と
り
あ
げ
、
社
会
学
的
な
研
究
と
の

違
い
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

心
理
学
者
で
あ
る 

石
井
は
、 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
ら
に
な
ら
っ
て
ケ
ア
概
念
の
心

理
的
側
面
に
注
目
し
、
家
族
介
護
を
経
験
し
た
家
族
成
員
と
そ
の
家
族
集
団

と
が
、
介
護
に
よ
っ
て
い
か
な
る
心
理
的
影
響
を
受
け
る
か
を
、
精
緻
な
統

計
尺
度
を
も
っ
て
測
定
し
て
お
り
、
典
型
的
な
心
理
学
的
調
査
研
究
と
言
え

る
。 

石
井
の
研
究
は
い
く
つ
か
の
複
合
的
な
調
査
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、

そ
の
特
徴
は
、
介
護
の
心
理
的
影
響
の
う
ち
、
負
担
感
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
人
間
的
成
長
の
よ
う
な
プ
ラ
ス
の
側
面

を
尺
度
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
高
齢
者
介
護
経
験
が
介
護
者
に
も
た

ら
す
発
達
的
成
長
感
」に
よ
れ
ば
、
柔
軟
さ・自
己
抑
制・視
野
の
広
が
り・運

命
の
受
容・生
き
が
い・自
己
の
強
さ
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
た
六
つ
の
類
型

の
う
ち
、
家
族
介
護
を
経
験
し
た
介
護
群
は
そ
う
で
な
い
非
介
護
群
に
く
ら

べ
て「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
人
間
発
達
側
面
に
有
意
に
高
い
得
点
を
示
し
」た
こ
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型
、「
認
知
変
容
」型
、「
回
避・
情
動
」型
の
三
つ
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
の

「
対
処
」に
も
失
敗
し
た
介
護
者
は「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
」や
介
護
の
破
綻
を
経
験

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
後
二
者
は
消
極
的
な
対
処
法
だ
が
、
前
者
の

「
問
題
解
決
」型
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
方
法
論
に
近
い
。 

和
気
自
身
は

そ
れ
に
対
し
て
さ
ら
に
、「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト・
ア
プ
ロ
ー
チ
」と
い
う
一

歩
踏
み
こ
ん
だ
介
護
者
支
援
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、「
エ

ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト・ア
プ
ロ
ー
チ
」の
利
用
可
能
な
資
源
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

（
1
） 介
護
者
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

（
2
） 介
護
者
へ
の
教
育
的
支
援（
介
護
知
識・技
術
／
運
営
管
理
／
家
族
関
係
／
社
会
的
側
面
）

（
3
） 家
族
の
会
等
を
利
用
し
た
相
互
支
援（
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ・グ
ル
ー
プ
）

（
4
） シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ（
休
息
ケ
ア
）

以
上
の
リ
ス
ト
の
う
ち
、（
1
）か
ら（
3
）ま
で
は
ノ
ウ
ハ
ウ
、
関
係
、
感

情
処
理
な
ど
を
含
ん
だ
心
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
資
源
を
利
用
し
た

も
の
は
、
最
後
の
ひ
と
つ
、
そ
れ
も
休
息
ケ
ア
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
論
と
言
い
な
が

ら
、
利
用
可
能
な
社
会
資
源
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
心
理
主
義
的
な
問
題
解

い
る
介
護
世
帯
が
、
非
介
護
世
帯
と
比
べ
る
と
家
族
の
み
に
よ
る
在
宅
介
護

が
有
意
に
低
く
、
介
護
負
担
と
な
る
病
院
や
施
設
の
利
用
に
評
価
が
有
意
に

高
い
」﹇ 

石
井2003: 54
﹈と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
つ
ま
り 

石
井
の
調

査
自
体
が
、
家
族
介
護
は
介
護
者
が
望
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
も
し
他
に
利

用
可
能
な
介
護
資
源
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
利
用
し
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を

実
証
し
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
人
間
の
心

理
的
な
変
化
を「
発
達
」の
指
標
と
し
て
と
ら
え
る
、
エ
リ
ク
ソ
ン
以
来
の
発

達
心
理
学
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
点
で
あ
る23

❖

。
そ
し
て
ま
た
、
2
章
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
ケ
ア
の
倫
理
学
が
前
提
と
す
る
、
ケ
ア
を
無
前
提
に「
よ
き
も

の
」と
見
な
す
、
研
究
者
自
身
の
倫
理
的
な
規
範
意
識
で
も
あ
る
。

心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
現
象
を
個
人
の「
心
理psyche

」と
い
う
場

locus

に
お
い
て
生
起
す
る
も
の
と
捉
え
る
た
め
に
、
社
会
問
題
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
こ
と
が
ら
を
、
心
理
問
題
に
還
元
す
る
傾
向
が
あ
る
。「
社
会

の
心
理
学
化
」（「
心
理
主
義
化
」と
も
言
う
）と
い
う
用
語
で
批
判
的
に
言
及
さ
れ
る

よ
う
に
、
問
題
の
帰
責
先
を
個
人（
の
内
部
）に
置
く
こ
と
で
、
社
会
の
責
任

を
免
責
し
、
問
題
の
解
決
を
せ
い
ぜ
い
個
人
の（
心
理
的
な
）「
認
知
変
容
」（
心
の

持
ち
方
の
変
化
!
）に
求
め
る
結
果
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
論
の 

和
気
純
子
の
ス
ト
レ
ス
研
究

﹇ 

和
気1998

﹈を
検
討
し
て
み
よ
う
。
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
比
べ
れ
ば
、

社
会
福
祉
学
の
分
野
で
は「
家
族
介
護
問
題
」は
、
よ
り
社
会
的
な「
問
題
」と

し
て
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

和
気
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
ま
で
の
心
理
学
的
な「
ス
ト
レ
ス
―
対
処
」モ
デ
ル
に
は
、「
問
題
解
決
」

❖
23 

エ
リ
ク
ソ
ン
の「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」概
念
が「
発
達
」（
成
長
）と「
統
合
」と
い
う
規
範
的

含
意
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
野
編﹇2005

﹈を
参
照
。
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る
。
こ
れ
で
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
名
前
が
泣
く
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
背
後
に
は
、「
家
族
介
護
」が
最
善
で
あ
り
、
そ
れ
を
他
の
社
会
資
源
に

代
替
す
る
こ
と
は
次
善
、
三
善
の
策
で
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
記
に
あ
げ
た
先
行
研
究
は
い
ず
れ
も
、「
家
族
」「
介
護
者
」と
い
う
概
念

を
抽
象
化
し
て
用
い
る
こ
と
で
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
問
わ
ず
、
ま
た
家
族
内

の
ミ
ク
ロ・ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
つ
い
て
も
言
及
し
な
い
。
上
に
あ
げ
た
研
究

だ
け
で
な
く
、「
家
族
介
護
」に
つ
い
て
の
多
く
の
研
究
は
、
介
護
者
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
少
な
い
。
ひ
と
つ
に
は「
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
敏
感
で
な
い
」た
め
か
、
も
う
ひ
と
つ
は
家
族
介
護
者
が
女
性
で
あ
る
こ

と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
家
族
介
護
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ま

み
れ
の
現
象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
主
題
と
す

る
研
究
は
多
く
な
い
。
そ
も
そ
も
介
護
研
究
の
中
で「
家
族
介
護
」を
研
究

テ
ー
マ
と
す
る
も
の
が
多
く
な
い
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
な
か
で
ジ
ェ

ン
ダ
ー
を
焦
点
化
し
た
も
の
は
多
く
な
い
。

な
ぜ
女
ば
か
り
が
看
取
る
の
か
?　
こ
の
問
い
を
問
題
化
し
た
の
が
、

「
介
護
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」と
い
う
主
題
系
で
あ
る
。
そ
れ
は
家
族
介
護
を
主
題

と
し
な
が
ら
、
介
護
関
係
に
あ
る
家
族
の
あ
い
だ
の
権
力
関
係
に
踏
み
こ
む

も
の
と
な
る
。

家
族
介
護
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
主
題
に
、
先
駆
的
な
研
究
を
積
み
上
げ
て
き

家
族
介
護
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

7

決
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
現
実
が
逆
説
的
に
浮
か
び
上
が
る
。 

和
気
が
依
拠

し
た
調
査
が
九
〇
年
代
の
初
め
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
同
書
が

一
九
九
八
年
と
介
護
保
険
施
行
前
夜
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入

れ
れ
ば
、
介
護
資
源
の
制
約
は
理
解
で
き
な
く
も
な
い
が
、 

和
気
の
い
う

「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト・ア
プ
ロ
ー
チ
」は
、
介
護
者
個
人
の
心
理
的
な「
エ
ン

パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」に
終
始
し
、
社
会
的
資
源
の「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」に
は

結
び
つ
か
な
い
。

 

和
気
の
あ
げ
る
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
は
、
緊
急
避
難
的
な
意
味
を
持
っ
た

ひ
か
え
め
な
選
択
肢
で
あ
る
。
な
ぜ
、 
和
気
の「
支
援
」の
リ
ス
ト
の
中
に
、

「
介
護
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
」が
登
場
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
?　
介
護
保
険

以
前
だ
か
ら
利
用
可
能
な
介
護
資
源
そ
の
も
の
の
メ
ニ
ュ
ー
が
少
な
い
と
い

う
事
情
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
も
、
介
護
の
市
場
化
の
も
と

で
、
派
遣
の
家
政
婦
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
利
用
は
選
択
肢
と
し
て
存
在
し

て
い
た
。「
あ
な
た
の
介
護
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
他
人
の
助
け
を
借

り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
お
金
を
使
う
こ
と
は
ぜ
い
た
く
で
も
わ
が
ま
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
」と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
な
ぜ
言
え
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
経
済
力
の
問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
代
替
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と

自
体
に
抑
制
が
働
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
良
質
で
低
価
格
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
政
治
は
提
供
す
る
責
任
が
あ
り
ま
す
、
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
論
は
な

ぜ
主
張
し
な
い
の
だ
ろ
う
。
介
護
保
険
以
前
と
い
う
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て

も（
九
七
年
に
は
す
で
に
介
護
保
険
法
は
成
立
し
て
い
た
）、
施
行
二
年
前
に
刊
行
さ
れ
た

本
に
し
て
は
、「
社
会
資
源
」の
利
用
と
い
う
選
択
肢
が
あ
ま
り
に
貧
弱
で
あ
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ミ
ニ
ス
ト
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
日
本
で
も
、

「
な
ぜ
女
ば
か
り
が
看
取
る
の
か
」と
い
う
介
護
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
問

い
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
経
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
脱
自
然
化
の
あ
と
に
し
か
、

発
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

わ
ず
か
一
九
例
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
も
と
に
書
か
れ
た 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン

の
研
究
書
は
、
代
表
性
が
乏
し
く
安
直
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
彼

女
は
家
族
介
護
者
の
生
活
歴
を
克
明
に
聞
き
取
り
調
査
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

ど
ん
な
大
量
調
査
も
及
ば
な
い
緻
密
で
繊
細
な
発
見
を
次
々
に
も
た
ら
し
た
。

そ
の
研
究
成
果
は
、
今
日
で
も
少
し
も
古
び
て
い
な
い
。 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
が

採
用
し
た
の
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル・ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
彼
女
は
次
の

よ
う
な
問
い
を
立
て
る
。

あ
る
家
族
関
係
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
特
定
の
介
護
者
が
出
現

し
て
く
る
の
か
。
介
護
者
た
ち
が
、
自
分
の
担
っ
て
い
る
介
護
の
仕
事

に
対
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
語
り
、
ど
の
よ
う
に
解
釈

し
て
い
る
の
か
。
介
護
を
す
る
者
と
さ
れ
る
者
と
の
関
係
に
対
し
て
、

介
護
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
。

 

﹇ U
ngerson 1987=1999: 2

﹈

な
ぜ
な
ら
ほ
ぼ
自
動
的
に
養
護
者
の
決
ま
る
育
児
と
違
っ
て
、
介
護
の
場

合
に
は
、
親
の
介
護
者
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
子
ど
も
は
複
数
お
り
、
ま
た

親
族
の
あ
い
だ
で
も
複
数
の
候
補
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
長
男
の

た
社
会
学
者
に
、
日
本
で
は 

春
日
キ
ス
ヨ﹇1997, 2003

﹈、 

笹
谷
春
美﹇1999

﹈、

  

春
日
井
典
子﹇2004

﹈な
ど
が
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
、

ク
レ
ア・ ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
の
研
究
を
付
け
加
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
共

通
点
は
、
家
族
介
護
者
へ
の
聞
き
取
り
を
中
心
と
し
た
克
明
な
事
例
調
査
に

も
と
づ
い
て
、
家
族
介
護
の
ミ
ク
ロ
過
程
を
あ
き
ら
か
に
し
た
質
的
な
調
査

に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
実
証
研
究
を
通
じ
て
、
わ
た
し
た
ち
は「
家
族
介
護
」と

は
何
か
?　
「
家
族
介
護
者
」と
は
誰
か
?　
人
は
い
か
に「
家
族
介
護
者
」に

な
る
か
?　
「
家
族
介
護
」の
な
か
に
あ
る
自
発
性
と
強
制
性
の
配
分
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
?　
等
々
の
問
い
に
答
え
る「
家
族
介
護
」の
ミ
ク
ロ・
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て
知
り
、
か
つ
そ
の
な
か
で
行
使
さ
れ
る
介
護
者
の
エ
イ

ジ
ェ
ン
シ
ー
に
つ
い
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

介
護
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ミ
ク
ロ
研
究
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の 
ア
ン
ガ
ー
ソ

ン﹇ U
ngerson 1987=1999

﹈が
先
駆
的
で
あ
る
。
訳
者
に
よ
っ
て『
ジ
ェ
ン
ダ
ー

と
家
族
介
護
』と
邦
題
を
つ
け
ら
れ
た
著
書
の
翻
訳
刊
行
年
は
一
九
九
九
年

だ
が
、
原
著
は
八
七
年
刊
。
原
題
の“Policy is Personal: Sex, G

ender 
and Inform

al C
are”

は
、
あ
き
ら
か
に
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
標
語

「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
で
あ
るPersonal is political

」を
意
識
し
た
も

の
で
あ
る
。 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
は
こ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、Policy is per-

sonal 

と
し
た
が
、
そ
こ
に
は
政
策
が
個
人
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
、

個
人
的
と
見
え
る
こ
と
が
ら
に
社
会
規
範
や
社
会
制
度
、
社
会
資
源
な
ど
の

要
因
が
ふ
か
く
か
ら
ま
り
あ
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
政
治
的
な
選
択
に

よ
っ
て
変
更
可
能
で
あ
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
点
で
、
す
ぐ
れ
て
フ
ェ
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期
に
は
、
Ⅰ 

育
児
期
、
Ⅱ 

子
ど
も
の
学
齢
期
、
Ⅲ 

子
ど
も
が
学
齢
期
以
上
、

Ⅳ 

エ
ン
プ
テ
ィ・ネ
ス
ト（
空
の
巣
）期
の
四
つ
の
段
階
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
に
応
じ
て
、
介
護
を
引
き
受
け
る
動
機
は
異
な
る
。
Ⅰ 

育
児
期
に

は
、（
か
つ
て
要
介
護
者
が
提
供
し
た
）子
ど
も
の
世
話
と
の
交
換
と
い
う
互
酬
性
の

要
因
が
働
く
が
、
介
護
の
長
期
化
に
と
も
な
っ
て
こ
の
交
換
は
不
均
衡
な
交

換
に
な
る
。
Ⅱ 

子
ど
も
の
学
齢
期
に
は
、「
有
給
の
仕
事
に
代
わ
る
正
当
な

選
択
肢
と
し
て
の
介
護
」が
選
択
さ
れ
る
。
も
っ
と
露
骨
に
言
え
ば
、「
有

給
の
仕
事
に
つ
か
な
い
」言
い
訳
と
し
て
介
護
が
選
択
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス

で
は
学
齢
期（
五
‐
一
六
歳
）の
子
ど
も
を
持
つ
女
性
の
五
七
%
が
働
い
て
お
り
、

そ
の
大
部
分
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
で
あ
る
。
夫
の
社
会
的
地
位
に
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
な
就
労
機
会
が
な
い
こ
と
、
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
に
就

く
た
め
の
訓
練
や
資
格
が
不
足
し
て
い
る
た
め
に
、
女
性
は
キ
ャ
リ
ア
介
護

者
と
し
て
の
役
割
を「
自
己
選
択
」す
る
。
Ⅲ 

子
ど
も
が
学
齢
期
以
上
の
場

合
で
も
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
仕
事
志
向
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
介
護
が

「
生
き
が
い
」と
し
て
選
択
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
は
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
対
象
者
の
ひ
と
り
、
義
母
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る 

バ
ー
ン
ズ
夫
人

の
発
言
を
引
用
す
る
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ま
が
逝
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
一
体
私

は
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
わ
」。

さ
ら
に
Ⅳ 

空
の
巣
期
に
つ
い
て
、「
ほ
か
に
介
護
の
役
割
を
引
き
受
け
ら

れ
そ
う
な
人
が
何
人
か
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
」母
親
の
介
護
を
自
ら
買
っ

て
で
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
夫
人
に
つ
い
て
、 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
は「
エ
ン
プ
テ
ィ・ネ

ス
ト
症
候
群
を
避
け
る
た
め
に
介
護
を
引
き
受
け
る
」と
い
う
皮
肉
な
観
察

嫁
が
介
護
し
て
当
然
と
い
う
長
男
規
範
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
複
数
の
候
補

者
の
な
か
か
ら「
誰
が
介
護
を
担
う
の
か
」は
、
自
明
の
選
択
と
は
な
ら
な
い
。

 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
が
対
象
と
し
た
一
九
例
の
な
か
に
は
、
以
下
の
介
護
関
係

の
五
類
型
が
含
ま
れ
る
。

夫
婦
間
介
護 

（
1
）夫
↓
妻

 …
…
…
…
…
…

愛
情

 
 

（
2
）妻
↓
夫

 …
…
…
…
…
…

義
務
感・罪
悪
感

親
子
間
介
護 

（
3
）娘
↓
母

 …
…
…
…
…
…

愛
情・義
務
感

 
 

（
4
）娘
↓
父

 …
…
…
…
…
…

義
務
感

 
 

（
5
）嫁
↓
義
母

 …
…
…
…

義
務
感・責
任
感

こ
の
う
ち（
1
）夫
↓
妻
の
類
型
を
例
外
と
し
て
、
残
り
の
四
類
型
の
介
護

関
係
の
う
ち
家
族
介
護
者
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
す
べ
て
女
性
で
あ
る
。（
1
）の

類
型
は
、
現
実
に
は
夫
が
退
職
者
で
あ
る
場
合
に
し
か
成
立
し
て
い
な
い
。

夫
が
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
妻
の
介
護
に
よ
る
退
職
と
い

う
選
択
肢
は
存
在
し
な
い
。
収
入
源
を
確
保
し
て
代
替
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
購

入
す
る
方
が
安
く
つ
く
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
五
類
型
に
対
応
す
る「
動
機
の
語
彙
」は
下
段
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
愛
情
」と
い
う
語
彙
は
、（
1
）夫
↓
妻
、（
3
）娘
↓
母
の
場
合
に
し
か
登
場

し
な
い
。
他
の
介
護
関
係
は「
義
務
感
」や「
責
任
感
」か
ら
選
択
さ
れ
て
い
る
。

 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
女
性
介
護
者
た
ち
が
、
介
護
役
割
を
最
初

に
引
き
受
け
た
時
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
上
の
要
因
を
重
視
す
る
。
介
護
開
始



1 2 5 第 5章　家族介護は「自然」か

自
身
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
、
そ
れ
に
加
え
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
要
因
と

し
て（
4
）「
世
話
す
る
性
」と
し
て
の「
女
ら
し
さ
」の
規
範
、
さ
ら
に（
5
）親

族
間
の
介
護
者
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
の
家
族
規
範
が
作
用
す
る
。
こ
れ
ら

が
複
合
し
て
、
介
護
を
選
ぶ
女
性
の「
愛
情
」と「
罪
悪
感
」な
る
も
の
を
か
た

ち
づ
く
っ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
自
身
が
立
て
た「
ど
の
程

度
ま
で「
自
ら
志
願
し
た
」の
か
?
」と
い
う
問
い
に
答
え
る
の
は
む
ず
か
し

い
こ
と
だ
ろ
う
。
介
護
が
強
制
労
働
か
否
か
の
判
定
は
、「
自
己
決
定
」を
語

る「
当
事
者
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」か
ら
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。

さ
ら
に 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
は
、
当
の
女
性
自
身
に
よ
っ
て「
よ
き
も
の
」と
し

て
選
択
さ
れ
た「
家
族
介
護
」に
つ
い
て
も
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
女
性
の

「
自
発
性
」の
背
後
に
は
、
代
替
選
択
肢
と
し
て
の
施
設
介
護
に
対
し
て
、
在

宅
介
護
の
ほ
う
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
選
好
が
働
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は 

ア

ン
ガ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば「
思
い
こ
み
」に
す
ぎ
な
い
。「
親
密
な
他
者
」に
よ
る

介
護
は「
介
護
の
明
白
な
障
害
」に
な
る
と
い
う
例
と
し
て
、
彼
女
は
異
世
代

間
介
護
と
り
わ
け
実
の
親
子
の
あ
い
だ
の
介
護
を
あ
げ
る
。
親
子
関
係
が
悪

い
場
合
に
は「
も
と
も
と
難
し
か
っ
た
関
係
が
一
層
悪
化
」す
る
こ
と
を
、
親

子
関
係
が
よ
い
場
合
に
も
役
割
や
権
力
関
係
の
逆
転
を「
受
け
容
れ
る
こ
と

へ
の
抵
抗
」を
、
双
方
が
経
験
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る﹇ U

ngerson 1987=1999: 

144

﹈。 
ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
は
、
介
護
者
の
ひ
と
り
の
発
言
、「
介
護
を
行
う（care 

を
し
て
い
る
。

こ
の
時
期（
エ
ン
プ
テ
ィ・
ネ
ス
ト
期
）か
ら
大
体
15
年
間（
夫
の
定
年
で
あ
る

六
五
歳
ま
で
）は
、
ほ
と
ん
ど
空
に
な
っ
た
家
を
守
り
続
け
る
以
外
に
何

も
す
る
こ
と
が
な
い（
略
）。
そ
こ
で
、
高
齢
の
親
族
を
介
護
す
る
機
会

は
、
天
の
賜
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

（
略
）「
何
も
し
て
い
な
い
」こ
と
が
正
当
化
さ
れ
、
時
間
が
有
効
に
活
用

で
き
、
さ
ら
に（
略
）ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
退
屈
そ
う
な
生
活
を
避
け
る
こ

と
が
で
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（
か
っ
こ
内
引
用
者
）。

 
﹇ U

ngerson 1987=1999: 96

﹈

介
護
開
始
の
初
期
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
女
性
は「
自
己
決
定
」を
し
て

い
る
。
そ
れ
は（
1
）要
介
護
者
に
対
し
て
自
分
に
介
護
責
任
が
あ
る
、
と
い

う
義
務
感
や
責
任
感
と
、（
2
）施
設
介
護
よ
り
は
在
宅
で
の
家
庭
的
な
介
護

の
ほ
う
が
の
ぞ
ま
し
い
、
と
い
う
規
範
意
識
や
選
好
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
。
だ
が
、 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
は
、
家
族
介
護
者
の「「
自
発
性
」

を
強
調
す
る
こ
と
は
、
ど
の
女
性
も「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」で
介
護
者
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
と
い
う
当
然
の
事
実
を
見
失
う
こ
と
に
つ
な
が
る
」﹇ U

ngerson 

1987=1999: 101-102

﹈と
警
告
す
る24

❖

。

結
局
、
誰
が
家
族
介
護
者
に
な
る
の
か
?　
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
は
、

以
下
の
複
合
的
な
要
因
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
社
会
的
な
要
因
と
し
て
は（
1
）

当
の
女
性
の
労
働
市
場
に
お
け
る
地
位
、（
2
）世
帯
内
の
資
源
、（
3
）女
性

❖
24  

笹
谷
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る 

フ
ィ
ン
チ
ら
の
ケ
ア
リ
ン
グ
研
究﹇ Finch 1983

﹈を
紹
介
し

て
い
る
。「
ま
ず
暗
黙
の
前
提
で
女
性
が
選
ば
れ
、
そ
の
次
は
き
ょ
う
だ
い
間
の
交
渉（negotia-

tion

）に
よ
っ
て
絞
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
」﹇ 

笹
谷2000: 69

﹈。
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ら
れ
た
主
要
な
類
型
は
、
多
い
順
に
以
下
の
四
類
型
で
あ
る
。

（
1
）娘
↓
母

 …
…
…
…
…
…

二
二・三
%

（
2
）妻
↓
夫

 …
…
…
…
…
…

一
九・七
%

（
3
）嫁
↓
義
母

 …
…
…
…

一
七・八
%

（
4
）夫
↓
妻

 …
…
…
…
…
…

一
七・八
%

こ
れ
ら
の
類
型
の
分
散
は
、
全
国
統
計
で
得
ら
れ
る
家
族
介
護
者
の
続
柄

の
デ
ー
タ
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
現
在
の
日
本
で
は
こ
の
四
類
型
が
家
族

介
護
の
主
要
な
類
型
で
あ
る
と
判
断
し
て
よ
い
。
そ
し
て
笹
谷
が
言
う
よ
う

に
、
日
本
で
は「
こ
の
よ
う
な
細
分
化
さ
れ
た
類
型
ま
で
降
り
立
っ
た
実
証

的
研
究
が
ま
だ
進
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
」﹇
笹
谷2000: 25

﹈。

四
つ
の
類
型
ご
と
に
、「
な
ぜ
介
護
を
引
き
受
け
た
の
か
」と
い
う
動
機
の

語
彙
を
見
る
と
、
多
い
順
に
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
1
）娘
↓
母

 …
…
…
…
…
…「
自
分
し
か
介
護
者
が
い
な
い
」「
肉
親
の
愛
情
」

（
2
）妻
↓
夫

 …
…
…
…
…
…「
自
分
し
か
い
な
い
」「
愛
情
」「
責
任
」「
家
族
だ
か
ら
あ

た
り
ま
え
」

（
3
）嫁
↓
義
母

 …
…
…
…「
自
分
し
か
い
な
い
」「
嫁
と
し
て
の
つ
と
め
」

（
4
）夫
↓
妻

 …
…
…
…
…
…「
自
分
し
か
い
な
い
」「
愛
情
」「
責
任
」「
あ
た
り
ま
え
」

以
上
の
よ
う
な
介
護
関
係
の
類
型
の
分
析
を
通
じ
て
、
笹
谷
は「
望
ま
れ

for
）た
め
に
は
、
気
遣
う（care about

）こ
と
を
や
め
た
方
が
ず
っ
と
や
り
や
す

い25

❖
」を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
う
言
う
。

社
会
サ
ー
ビ
ス
の
配
分
を
担
当
す
る
職
員
が
、
最
も
問
題
が
少
な
い

と
み
な
す
の
が
、
こ
の
よ
う
な（
気
遣
う
こ
と
を
や
め
た
）近
親
者
間
の
関
係

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
に
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る（
か
っ
こ
内
引
用
者
）。

 

﹇U
ngerson 1987=1999: 149

﹈

日
本
に
お
け
る
家
族
介
護
に
は
、
以
上
の
ほ
か
に「
嫁
の
介
護
」と
い
う
特

有
の
類
型
が
加
わ
る
。
親
族
間
の
介
護
責
任
の
優
先
順
位
に
は
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
娘
が
一
番
に
来
る
が
、
日
本
で
は
長
男
の
妻
が
来
る
か
ら
で
あ
る
。
優

先
順
位
の
高
い
家
族
成
員
は
た
と
え「
自
己
決
定
」を
行
使
し
て
介
護
責
任
を

回
避
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果「
罪
悪
感
」や「
社
会
的
評
価
の
低
下
」に
苦

し
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
と
対
比
し
な
が
ら
、
日
本
の

代
表
的
な
研
究
を
い
く
つ
か
検
討
し
て
み
よ
う
。

笹
谷
は「
家
族
ケ
ア
リ
ン
グ
」と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
早
く
か
ら「
家
族

介
護
」を
相
互
関
係
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
社
会
学
者
で
あ
る
。
彼
女
は『
家

族
ケ
ア
リ
ン
グ
の
構
造
分
析
』﹇
笹
谷2000

﹈を
テ
ー
マ
に
、
一
九
九
八
年
に
寝

た
き
り・痴
呆
な
ど
の
重
度
の
要
介
護
者
を
在
宅
で
介
護
す
る
家
族
介
護
者

一
八
二
名
に
郵
送
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
そ
の
な
か
か

ら
面
接
に
同
意
し
た
五
三
名
に
面
接
調
査
を
実
施
し
た
。
北
海
道
内
の
地
方

都
市
在
住
者
を
対
象
と
し
た
調
査
か
ら
、
世
代
と
性
別
と
を
ク
ロ
ス
し
て
得
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行
動
を
制
約
す
る
と
い
う
よ
り
、
自
分
の
行
動
を
事
後
的
に
正
当
化
す
る
た

め
の
言
説
資
源
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

長
期
に
わ
た
っ
て
介
護
家
族
の
聞
き
取
り
調
査
を
実
践
し
て
き
た 

春
日

も
、
夫
婦
仲
の
よ
さ
か
ら「
長
男
の
責
務
を
果
た
し
た
い
と
い
う
夫
の
た
っ

て
の
願
い
」を
受
け
て
同
居
介
護
を
引
き
受
け
た
妻
の「
し
て
当
た
り
前
と
思

わ
れ
る
の
が
一
番
い
や
で
し
た
ね
」﹇ 

春
日2001: 159

﹈と
い
う
発
言
を
引
き
だ

し
て
い
る
。
妻
に
と
っ
て
は「
夫
へ
の
愛
情
」か
ら
の
介
護
の「
代
行
意
識
」が
、

「
自
発
的
な
選
択
」を
さ
せ
た
わ
け
だ
が
、
被
介
護
者
の
側
に
は
規
範
意
識
か

ら
の
当
然
視
し
か
な
い
。
夫
に
対
し
て
ぐ
ち
を
こ
ぼ
そ
う
に
も
、
夫
は「
妻

の
愚
痴
を
聞
く
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
自
分
自
身
へ
の
批
判
と
し
て
受
け
取
っ

て
し
ま
い
、
共
感
ど
こ
ろ
か
不
快
感
さ
え
示
し
、
妻
の
苦
悩
を
な
お
さ
ら
深

め
る
こ
と
も
あ
る
」﹇ 

春
日2001: 161

﹈。

「
も
と
も
と
夫
婦
仲
の
よ
か
っ
た
」は
ず
の
こ
の
カ
ッ
プ
ル
は
、
家
族
介
護

を
機
に
、
娘
の
目
か
ら
見
て「
些
細
な
こ
と
、
些
細
な
こ
と
の
積
み
重
ね
」か

ら「
サ
ラ
サ
ラ
と
崩
れ
て
」い
っ
た
と
い
う
。
そ
う
な
れ
ば「
家
族
介
護
問
題
」

と
は
、
介
護
者
の
ス
ト
レ
ス
に
と
ど
ま
ら
ず
、
家
族
崩
壊
を
も
引
き
起
こ
す

原
因
と
な
る
。

他
方
、 

笹
谷
に
よ
れ
ば
も
っ
と
も「
望
ま
れ
る
―
望
む
」ケ
ア
リ
ン
グ
関
係

は（
1
）娘
↓
母
関
係
で
あ
り
、
家
族
介
護
を
引
き
受
け
る
理
由
も「
愛
情
」や

「
互
酬
性
」な
ど
の「
自
発
的
」理
由
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
母
親

る
―
望
む
」関
係
と
、「
望
ま
れ
な
い
―
望
ま
な
い
」関
係
と
を
析
出
し
た
う

え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

調
査
を
通
じ
て
、
も
っ
と
も「
望
ま
れ
な
い
―
望
ま
な
い
」ケ
ア
リ
ン
グ
関

係
は
、（
3
）嫁
―
義
母
関
係
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。 

笹
谷
の
表
現

を
借
り
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

嫁
は
家
父
長
的
な
力
関
係
の
も
と
に
置
か
れ
る
。
夫
や
親
は
、
嫁
が

一
人
で
介
護
に
耐
え
る
の
は
当
然
と
考
え
、
協
力
も
し
な
い
だ
け
で
な

く
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
の
も
拒
否
す
る
。（
中
略
）義
き
ょ
う

だ
い
た
ち
も
、
長
男
の
嫁
が
す
る
の
は
当
た
り
前
と
考
え
て
い
る
の
で
、

口
は
出
す
が
手
助
け
は
な
い
。
孤
独
で
二
四
時
間
の
重
介
護
が
強
い
ら

れ
る
。
そ
こ
で
の
ス
ト
レ
ス
は
口
で
言
い
表
す
に
も
難
し
い
ほ
ど
で
あ

る
。
し
か
も
、
嫁
の
立
場
と
し
て
夫
に
も
き
ょ
う
だ
い
に
も
苦
し
い
立

場
を
話
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
夫
は
そ
の
よ
う
な
妻
を
配
慮
す
る
ど
こ

ろ
か
、
仕
事
を
理
由
に
辛
い
介
護
か
ら
逃
げ
る
傾
向
に
あ
る
。
夫
を
共

同
介
護
者
と
考
え
る
嫁
は
い
な
か
っ
た
。 

﹇ 

笹
谷2000: 72
﹈

こ
の
よ
う
な「
長
男（
＝
嫁
）規
範
」は
、 

笹
谷
に
よ
れ
ば
、
実
の
と
こ
ろ
、

き
ょ
う
だ
い
が
介
護
逃
れ
を
す
る
た
め
に
ご
都
合
主
義
的
に
動
員
さ
れ
る

「
に
わ
か
規
範
」に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
証
拠
に
は
、
遺
産
分
割
に
際
し
て

は
、
同
じ
き
ょ
う
だ
い
が
均
分
相
続
を
主
張
す
る「
平
等
主
義
規
範
」を
持
ち

出
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
規
範
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

❖
25 

べ
つ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は「
義
理
の
親
の
方
が
ず
っ
と
や
り
や
す
い
」と
発
言
し
て
い
る
。
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「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
自
分
の
気
持
ち
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
ケ
ア
を
す
る
」

こ
と
を 

笹
谷﹇1999

﹈は
指
摘
す
る
。
他
方
、（
2
）妻
↓
夫
関
係
で
は
、「
夫
の

依
存
性
が
強
い
こ
と
、（
妻
の
）介
護
は
当
た
り
前
と
い
う
傲
慢
さ
」、
そ
し
て

夫
が「
外
部
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
嫌
が
る
」こ
と
が
多
い
た
め
に
、
妻
の
負
担

は
重
い
。
一
般
に
夫
婦
間
介
護
は「
老
老
介
護
」（ 

佐
江
衆
一
）で
あ
る
た
め
に
公

的
援
助
を
受
け
や
す
い
が
、（
4
）夫
↓
妻
関
係
に
く
ら
べ
て（
2
）妻
↓
夫
関

係
の
場
合
は
利
用
度
が
低
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
家
族
介
護
は
、
介
護
者
と
要
介
護
者
と
の
関
係
の
組
み
合

わ
せ
か
ら
成
る
類
型
に
よ
っ
て
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
多
様
性
を
持
っ
て

い
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
場
合
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
非
対
称
性
は
、
介
護
関

係
に
も
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
、  

春
日
井
典
子
の「
介
護
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」研
究
を
紹
介
し

て
お
こ
う
。  

春
日
井
は
九
八
年
に
阪
神
地
域
で
要
介
護
高
齢
者
を
抱
え
る

二
三
ケ
ー
ス
計
二
五
人
の
家
族
介
護
者
に
面
接
調
査
を
実
施
し
た
。
事
例
数

は 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
の
一
九
例
に
近
い
小
規
模
な
も
の
だ
が
、
こ
の
種
の
質
的

調
査
と
し
て
は
貴
重
な
調
査
研
究
で
あ
る
。  

春
日
井
は
介
護
を
選
択
し
た
動

機
の
語
彙
を
規
範
性
―
任
意
性
、
有
用
性
―
共
感
性
の
軸
に
分
け
て
分
類
す

る
。
彼
女
が
あ
げ
る
各
基
準
を
構
成
す
る
原
理
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

規
範
的
原
則
基
準

 …
…

イ
エ
的
直
系
性
原
理
／
老
親
扶
養
原
理
／
配
偶
者
扶

養
原
理
／
核
家
族
の
自
律
性
原
理
／
性
別
分
業
原
理

の
ほ
う
も
娘
な
ら
気
心
が
知
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
性
介
護
の
安
心
感

も
あ
る
。
だ
が
娘
が
働
く
女
性
で
あ
る
場
合
に
は
時
間
資
源
の
制
約
が
、
専

業
主
婦
で
あ
る
場
合
に
は
経
済
資
源
の
制
約
か
ら
夫
へ
の
遠
慮
が
出
て
く
る
。

被
介
護
者
の
側
で
も「
娘
に
は
世
話
に
な
り
た
く
な
い
」「
嫁
い
で
い
る
娘
の

世
話
に
な
っ
て
婿
に
申
し
訳
な
い
」と
い
う
遠
慮
が
あ
る
。

娘
に
よ
る
介
護
の
引
き
受
け
に
は
、
長
男（
＝
嫁
）介
護
の
破
綻
が
引
き
金

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
、 

笹
谷
は
指
摘
す
る
。
娘
介
護

に
は
長
男
家
族
と
の
葛
藤
が
と
も
な
い
、
関
係
が
断
絶
し
て
介
護
協
力
が
得

ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
一
般
に
日
本
で
は「
主
た
る
家
族
介
護
者
」に
、
親

族
内
の
協
力
者
が
少
な
く
、
孤
立
し
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、 

春
日
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
娘
の
介
護
で
は
、
兄
弟
の
援
助
が
得

ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
夫
に
対
す
る
負
い
目
か
ら
、
嫁
の
場
合
に
は
期
待
で

き
る
夫
か
ら
の
協
力
も
得
ら
れ
に
く
い
。
も
っ
と
も「
望
ま
し
い
」と
さ
れ
る

娘
の
介
護
は
、
介
護
負
担
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
偏
り
を
逆
説
的
に
強
化
す
る

効
果
を
持
つ
。

（
2
）妻
↓
夫
関
係
と（
4
）夫
↓
妻
関
係
と
は
そ
の
中
間
に
位
置
す
る

が
、
そ
の
あ
い
だ
に
は
強
い
非
対
称
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、「
夫

婦
が
そ
ろ
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
夫
婦
の
あ
い
だ
で
」と
い
う
家
族
介
護
規

範
が
働
い
て
お
り
、「
介
護
者
が
自
分
し
か
い
な
い
」「
責
任
」動
機
が
つ
よ
い
。

（
4
）夫
↓
妻
関
係
の
場
合
に
は
退
職
者
の「
第
二
の
仕
事
」と
し
て
選
択
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
の
場
合
と
似
て
い
る
。
だ
が
被
介
護
者

の
妻
の
側
に
は「
夫
の
配
慮
や
気
配
り
に
不
安・不
満
が
残
」り
、
夫
の
方
は
、
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る
な
ど
の
矛
盾
が
あ
り
、（
5
）し
か
も
そ
の
基
準
が
相
互
に
排
他
的
で
あ
り

独
立
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
に
も
論
理
的
な
根
拠
が
な
い
。  

春
日
井
自
身
が

認
め
る
よ
う
に
、「
こ
こ
で
提
示
し
た
異
な
る
基
準
か
ら
な
る
原
理
は
、
介

護
行
為
を
理
解
す
る
た
め
に
社
会
学
者
の
立
場
か
ら
作
ら
れ
た
理
念
型
で

あ
っ
て
、
介
護
者
自
身
が
認
識
し
て
使
っ
て
い
る
原
理
で
は
な
い
」﹇  

春
日
井

2004: 97

﹈。
そ
の
結
果
と
し
て
、
以
上
の
分
類
に
説
得
力
が
な
い
ば
か
り
か
、

せ
っ
か
く
の
豊
か
な
事
例
を
解
釈
枠
組
に
あ
て
は
め
て「
複
雑
性
の
縮
減
」

（
ル
ー
マ
ン
）を
図
っ
た
か
の
よ
う
な
憾
み
が
残
る
。

ま
た
書
名
に
も
あ
る「
介
護
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」を
、  

春
日
井
は「
こ
の
よ

う
な
複
数
の
原
理
か
ら
な
る「
介
護
の
動
機
」を
も
っ
た
複
数
の
関
与
者
、
た

と
え
ば
、
要
介
護
者
の
夫
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
、
そ
の
他
の
親
族
、

お
よ
び
介
護
の
専
門
家（
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
医
師
な
ど
）が
、
要
介
護
者
の
意
思

を
尊
重
し
配
慮
し
な
が
ら
交
渉
を
行
い
、
合
意
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
行
わ

れ
る
介
護
の
あ
り
方
」と
定
義
す
る
。
定
義
か
ら
見
て
、
介
護
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を  

春
日
井
は
、「
民
主
的
な
交
渉
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
介
護
関
係
の

あ
り
方
」と
し
て
理
念
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
介
護
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
化
」と
い
う
不
自
然
な
用
語
法
が
登
場
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

だ
が
特
定
の
生
活
様
式
を
表
す
従
来
の「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」と
い
う
用
語
法

か
ら
見
て
、「
介
護
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
化
」（
介
護
が
生
活
様
式
の
一
部
と
な
っ
て
組

み
こ
ま
れ
る
こ
と
）な
ど
、
ご
め
ん
こ
う
む
り
た
い
と
多
く
の
人
は
思
う
こ
と
だ

ろ
う
。

い
く
つ
も
の
問
題
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、  

春
日
井
の
研
究
も
ま
た
、
質
的

／
家
族
愛
原
理

任
意
的
原
則
基
準

 …
…

介
護
者
の
意
思
／
要
介
護
者
の
意
思

有
用
基
準

 …
…
…
…
…
…
…
…
…

互
酬
性
原
理
／
専
門
性
原
理
／
社
会
的
評
価
原
理

共
感
基
準

 …
…
…
…
…
…
…
…
…

性
愛
原
理
／
血
縁
原
理
／
コ
ン
ボ
イ
原
理
／
相
性
原
理

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
介
護
動
機
を
A
、
B
、

C
、
D
型
プ
ラ
ス
折
衷
型
の
計
五
種
類
に
類
型
化
す
る
。

A
型
動
機
＝
規
範
的
原
則
＋
有
用
性

 …
…
…

四
例（
娘
二
、嫁
二
）

B
型
動
機
＝
規
範
的
原
則
＋
共
感
性

 …
…
…

六
例（
妻
五
、夫
一
）

AB
型

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
例（
娘
二
、嫁
二
）

C
型
動
機
＝
任
意
性
＋
共
感
性

 …
…
…
…
…
…
…

一
二
例（
娘
六
、嫁
四
、妻
一
、息
子
一
）

D
型
動
機
＝
任
意
性
＋
有
用
性

 …
…
…
…
…
…
…

該
当
な
し

以
上
の
分
類
に
も
と
づ
い
て  

春
日
井
は
、
B
型
動
機
を
典
型
的
に
は「
夫

婦
間
介
護
」に
、
C
型
動
機
を「
娘
に
よ
る
引
き
取
り
介
護
」に
代
表
さ
せ
る
。

批
判
的
に
検
討
す
れ
ば
、  

春
日
井
の
分
類
は
、（
1
） 笹
谷
に
よ
る
よ
う
な

介
護
関
係
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
分
類
で
も
な
け
れ
ば
、（
2
）「
当
事
者
の

ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」に
も
と
づ
く
帰
納
法
的
な
分
類
で
も
な
い
。
そ
の
上
で（
3
）

動
機
の
基
準
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
為
の
類
型
論
に
も
と
づ
い
て
演
繹
的
に
類

型
化
し
て
い
る
ば
か
り
か
、（
4
）「
規
範
的
原
則
」の
な
か
に
互
い
に
競
合
す

る
複
数
の
規
範（
例
え
ば
イ
エ
的
直
系
性
原
理
と
核
家
族
の
自
律
性
原
理
）を
と
も
に
含
め
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よ
り
、「
家
族
の
愛
情
」と
い
う
論
理
で
親
の
介
護
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
で
あ
ろ
う
娘
の
介
護
の
場
合
」に
、「「
親
と
同
居
し
て
や
る
の
が
愛
情
」と

み
な
す「
三
世
代
同
居
」の
伝
統
的
扶
養
観
に
則
っ
て
な
さ
れ
た「
愛
情
」行
為

が
、
個
々
人
の
気
持
ち
の
通
い
あ
い・触
れ
あ
い
と
い
う
相
互
交
流
次
元
の

「
愛
情
」を
涸
ら
し
て
い
く
」﹇ 

春
日2001: 156

﹈例
を
、 

春
日
は「
愛
情
の
パ
ラ
ド

ク
ス
」と
し
て
あ
げ
る
。
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
家
族
で
生
き
る
不
自

由
」に
対
し
て「
施
設
で
生
き
る
自
由
」も
あ
る
こ
と
を
対
比
さ
せ
る
。

「
家
族
介
護
が
よ
い
」と
い
う
介
護
規
範
は
、「
意
地
で
も
施
設
に
は
入
れ

ん
」と
い
う
選
択
に
つ
な
が
り
、
施
設
に
入
れ
た
場
合
に
は
家
族
の
後
ろ
め

た
さ
や
罪
悪
感
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
だ
が
、
家
族
介
護
は
そ
ん
な
に
よ
い

か
?　
他
の
選
択
肢
が
あ
る
場
合
に
も
、
家
族
介
護
は
ほ
ん
と
う
に「
最
善
」

な
の
だ
ろ
う
か
?

家
族
介
護
規
範
の
陰
に
隠
れ
て
、
家
族
介
護
の
実
質
は
問
わ
れ
ず
に
き
た
。

家
族
介
護
者
に
よ
る
ケ
ア
の
水
準
は
ほ
ん
と
う
に
高
い
の
か
?　
家
族
介
護

者
の「
愛
情
」は
ケ
ア
の
質
を
補
っ
て
あ
ま
り
あ
る
の
か
?　
家
族
介
護
に
対

す
る
不
満
や
要
求
を
、
要
介
護
者
は
ほ
ん
と
う
に
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
の
か
?　
家
族
介
護
の
名
の
も
と
で
、
要
介
護
者
は「
不
適
切
な
介
護
」

を
強
制
さ
れ
て
は
い
な
い
か
?

 
春
日
は
施
設
で
介
護
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
の
ほ
う
が
、
在
宅
で
家
族
に

よ
る
介
護
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
よ
り
、「
は
っ
き
り
自
己
主
張
す
る
人
が

多
い
」と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
介
護
を
受
け
る
側
の

苦
悩
と
は
、
身
体
が
不
自
由
な
こ
と
へ
の
嘆
き
、
介
護
者
へ
の
不
満
、
障
害

な
事
例
研
究
な
ら
で
は
の
創
見
に
満
ち
て
い
る
。
た
と
え
ば
任
意
性
を
強
調

す
る
C
型
動
機
の
介
護
者
は
、
社
会
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
に
対
し
て

積
極
的
で
あ
る
こ
と
と
か
、
ひ
る
が
え
っ
て
C
型
動
機
を
維
持
す
る
た
め
に

こ
そ
、
社
会
的
な
介
護
資
源
の
利
用
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
と
か
の
指
摘
は

重
要
で
あ
る26

❖

。
ま
た「
主
体
的
な
介
護
」を
意
味
す
る（
ら
し
い
）「
介
護
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
」に
お
い
て
、「
主
体
性
と
自
己
責
任
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」、
別
言
す

れ
ば「
自
発
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」が
起
き
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る27

❖

。

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
で
も
家
族
介
護
を
め
ぐ
る
実
証
的
な

事
例
研
究
は
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
が 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
の

よ
う
に
長
期
に
わ
た
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
し
か
も
個
人
的
、
家
族
的
、
社

会
的
な
複
合
的
要
因
の
関
数
と
し
て
介
護
関
係
を
読
み
解
く
研
究
は
多
く
な

い
。 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
の
研
究
が
今
日
に
お
い
て
も
古
び
て
い
な
い
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
。

家
族
介
護
の
先
駆
的
な
研
究
者
で
あ
る 

春
日
キ
ス
ヨ
は
、
家
族
介
護
を

「
よ
き
も
の
」「
の
ぞ
ま
し
い
も
の
」と
す
る
当
事
者
お
よ
び
研
究
者
の
暗
黙
の

前
提
に
苦
言
を
呈
す
る
。
も
っ
と
も
望
ま
し
い
と
さ
れ
る「
愛
情
」動
機
か
ら

な
る
介
護
、  

春
日
井
の
類
型
で
は
C
型
動
機
に
よ
る
同
居
介
護
に
お
い
て
さ

え
、「
愛
情
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」す
な
わ
ち「
親
を
引
き
取
っ
て
同
居
し
た
た
め

に
、
か
え
っ
て
…
…
親
を
受
容
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」﹇ 

春
日2001: 152

﹈事

態
が
発
生
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
息
子
の
家
族
に
引
き
取
ら
れ
る
場
合

「
家
族
介
護
」は
ほ
ん
と
う
に
よ
い
か

8
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が
あ
る
。
実
際
に
は
家
族
に
よ
る
介
護
虐
待
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば﹇ 

坂
田

2001; 

春
日2001; 

高
橋2003

﹈、
家
族
介
護
は
、
と
き
に
は
の
ぞ
ま
し
く
な
い
こ

と
す
ら
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
虐
待
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
あ
る
べ
き

で
な
い
逸
脱
事
例
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。

前
章
で
は
公
的
福
祉
と
い
う
も
の
が
、
第
一
に
は「
市
場
の
失
敗
」の
結
果

と
し
て
、
第
二
に
は「
家
族
の
失
敗
」の
結
果
と
し
て
、
公
的
セ
ク
タ
ー
の
責

任
と
な
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
が
福
祉
の「
補
完
主
義
」の
原
則
で
あ
る
。

も
う
い
ち
ど
論
点
を
確
認
す
れ
ば
、
福
祉
国
家
が「
市
場
の
失
敗
」の
責
任
を

社
会
連
帯
の
名
の
も
と
に
引
き
受
け
る
の
は
、「
個
人
」が
家
族
か
ら
む
き
だ

し
の「
個
人
」と
し
て
理
念
化
さ
れ
て
い
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
個
人
観
に
よ
る
。

実
際
に
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ・ ア
リ
エ
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
近
代
が
共
同

を
持
ち
つ
つ
生
き
る
人
生
へ
の
疑
問
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
関
わ
っ
て
い

る
」が
、「
そ
れ
を
家
族
の
面
前
で
言
う
こ
と
は
、
意
図
せ
ず
し
て
、
介
護
者

へ
の
不
足
不
満
を
あ
げ
つ
ら
う
」こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
に
、「
語
る
こ
と
自

体
」が
抑
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
分
析
す
る﹇ 

春
日2001: 170

﹈。

介
護
の
社
会
化
に
と
も
な
う
社
会
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
多
く
は
、「
家

族
介
護
」を
目
標
と
す
べ
き
モ
デ
ル
と
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
多
く
の
介

護
施
設
は
、「
家
族
の
よ
う
な
介
護
」や「
家
族
の
よ
う
な
関
係
」を
標
語
と

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
な
介
護
資
源
が
、

「
家
族
介
護
」を
最
善
と
し
て
、
そ
れ
に
及
ば
な
い
二
流
の
代
替
選
択
肢
で
あ

る
こ
と
を
自
ら
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う

か
?　
家
族
介
護
が
望
ま
し
い
と
い
う
根
拠
の
な
い
信
念
は
、
家
族
の
闇
の

な
か
に
あ
る
高
齢
者
虐
待
を
も
見
え
な
く
さ
せ
て
き
た
。

家
族
介
護
は
ほ
ん
と
う
に
よ
い
か
?　
次
節
以
降
で
も
、
そ
れ
を
検
討
し

て
い
く
。

こ
れ
ま
で
論
じ
た
よ
う
に
、
家
族
に
よ
る
介
護
は
自
然
で
も
自
明
で
も
な

い
。
こ
れ
に
加
え
て
、
た
と
え
家
族
に
よ
る
介
護
が
自
明
で
も
自
然
で
も
な

い
と
し
て
も
、
さ
ら
に
は
家
族
の
介
護
能
力
が
高
く
な
い
に
し
て
も
、
家
族

に
よ
る
介
護
が
ほ
ん
ら
い
も
っ
と
も
の
ぞ
ま
し
い
、
と
す
る
家
族
介
護
規
範

が
残
る
。
こ
の
家
族
介
護
規
範
は
、
他
の
代
替
選
択
肢
を
、
家
族
介
護
よ
り

劣
る
、
次
善
、
三
善
の
策
と
ケ
ア
に
関
わ
る
当
事
者
た
ち
に
思
わ
せ
る
効
果

家
族
介
護
は
の
ぞ
ま
し
い
か

9

❖
26  

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン
と
同
じ
く  

春
日
井
も
、
介
護
の「
動
機
の
語
彙
」が
長
期
に
わ
た
る
介
護
関

係
の
な
か
で
変
容
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
。
介
護
の
長
期
化
に
と
も
な
っ
て
、「
任
意

性
」と「
共
感
性
」の
も
っ
と
も
高
い
C
型
介
護
動
機
に
変
化
し
て
い
く
傾
向
を
彼
女
の
調
査
は
実

証
し
て
い
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
介
護
関
係
だ

け
が
、
C
型
動
機
へ
の
変
容
を
示
し
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、

C
型
動
機
を
持
た
な
い
介
護
関
係
は
長
期
化
す
る
前
に
、
破
綻
し
た
り
、
施
設
介
護
に
移
行
し
た

り
す
る
可
能
性
で
あ
る
。

❖
27 
例
示
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
離
別
し
た
娘
が
自
発
的
に
母
親
の
介
護
を
申
し
出
た
結
果
、

二
人
の
き
ょ
う
だ
い
の
協
力
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
ケ
ー
ス
だ
が
、
こ
の
事
例
の
分
析
は
、「
自

発
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」に
よ
っ
て
よ
り
も
、 

笹
谷
や 

春
日
の
よ
う
に
、
き
ょ
う
だ
い
間
の
介
護

の
優
先
順
位
を
め
ぐ
る
葛
藤
や
婚
出
し
た
娘
に
対
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
、
離
別
シ
ン
グ
ル
で
あ

る
娘
に
よ
る
介
護
と
同
居
の
対
価
性
な
ど
の
複
合
的
な
要
因
か
ら
説
明
し
た
ほ
う
が
よ
く
理
解
で

き
る
だ
ろ
う
。
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と
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
三
に
、
そ
う
い
う
意
思
決
定
を
子
に
強
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

ア
ン
ガ
ー
ソ
ン﹇ U

ngerson1987=1999

﹈が
指
摘
し
た
よ
う

な
道
徳
的
な「
罪
責
感
」（
そ
う
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
き
る
の
に
、
そ
う
し
な
か
っ
た
自

責
の
念
）を
子
世
代
に
背
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

い
ず
れ
の
場
合
も
前
提
に
あ
る
の
は
、（
1
）も
し
家
族
が
い
る
な
ら
ば
、

介
護
責
任
は
第
一
義
的
に
家
族
が
担
う
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も（
2
）要
介
護

者
に
と
っ
て
も
家
族
介
護
が
い
ち
ば
ん
の
ぞ
ま
し
い
介
護
で
あ
る
、
と
い
う

規
範
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
で
に
述
べ
た「
家
族
介
護
規
範
」と
呼
ぶ
べ
き
も

の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、（
1
）当
然
で
あ
る
、
と
い
う
規
範
と
、（
2
）

も
っ
と
も
の
ぞ
ま
し
い
、
と
い
う
理
想
化
の
ふ
た
つ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
前

章
の
最
後
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
家
族
介
護
規
範
を
前
提
に
す
る
限
り
、

他
の
ど
ん
な
提
供
者
に
よ
る
介
護
も
、
家
族
介
護
の
不
完
全
な
代
替
物
と
見

な
さ
れ
る
。
そ
し
て
介
護
の
専
門
的
な
提
供
者
た
ち
が
、「
家
族
介
護
」を
理

想
視
し
つ
づ
け
る
限
り（「
で
き
る
だ
け
家
族
的
な
介
護
を
心
が
け
て
い
ま
す
」）、
自
分
た

ち
の
介
護
を
家
族
介
護
に
劣
る
二
流
、
三
流
の
介
護
と
位
置
づ
け
る
ほ
か
な

い（「
や
っ
ぱ
り
、
ご
家
族
が
介
護
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
ね
」）。

わ
た
し
が
家
族
介
護
を
こ
と
さ
ら
に
問
題
化
し
、「
家
族
の
失
敗
」を「
市

場
の
失
敗
」と
な
ら
ん
で
強
調
す
る
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

第
一
に
、
家
族
介
護
の
領
域
を
可
視
化
し
、
そ
れ
が
自
然
で
も
自
明
で
も

な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

第
二
に
、「
市
場
の
失
敗
」が
現
実
に
は
公
的
福
祉
以
前
に「
家
族
」に
よ
っ

て
補
完
さ
れ
て
い
る
事
実
を
認
識
す
る
た
め
で
あ
る
。

体
か
ら
自
由
に
し
た
」の
は
、「
個
人
」で
は
な
く「
家
族
」だ
っ
た
の
だ
か
ら
、

「
市
場
の
失
敗
」が
た
だ
ち
に
公
的
扶
助
に
つ
な
が
る
前
に
、
バ
ッ
フ
ァ
ー
と

し
て
の「
家
族
」が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ
の「
家
族
」す

ら
福
祉
機
能
を
果
た
さ
な
い
／
果
た
せ
な
い
場
合
に
、
す
な
わ
ち「
市
場
の

失
敗
」に「
家
族
の
失
敗
」が
折
り
重
な
っ
た
と
き
に
初
め
て
、
公
的
福
祉
が

登
場
す
る
。
福
祉
の「
社
会
連
帯
」説
は
、（
1
）あ
ら
か
じ
め「
家
族
の
失
敗
」

を「
個
人
」化
の
与
件
と
し
て
前
提
し
て
い
る
か
、
さ
も
な
く
ば（
2
）理
論

上
、「
家
族
の
失
敗
」を
組
み
込
ん
で
い
な
い
点
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
個
人

主
義
と
前
提
を
共
有
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、「
家
族
に
よ
る
福
祉
」は
自

明
視
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
問
題
化
そ
れ
自
体
を
阻
ま
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
家
族
が
機
能
し
て
い
れ
ば
、
福
祉
国
家
は
必
要
な
い
―
そ
れ
が
日
本

型
福
祉
社
会
論
の
含
み
資
産
説
だ
っ
た
。

3
節
の
家
族
介
護
の
社
会
史
的
検
討
の
な
か
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、

「
老
人
福
祉
」の
主
た
る
対
象
者
は
、
家
族
の
い
な
い
単
身
高
齢
者
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は「
市
場
の
失
敗
」と「
家
族
の
失
敗
」の
二
重
の
犠
牲
者
と
見
な
さ
れ
た
。

も
し
か
れ
ら
に
介
護
能
力
を
い
く
ば
く
か
で
も
持
っ
た
家
族
が
い
た
と
し
た

ら
?　
第
一
に
、
そ
の
家
族
が
生
活
保
持
義
務
の
持
ち
主
だ
と
し
た
ら
、
対

象
者
が
公
的
福
祉
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
家
族

は
そ
の
介
護
能
力
を
限
界
ま
で
行
使
し
、
も
は
や
残
存
能
力
が
な
い
こ
と
を

（
共
倒
れ
に
よ
っ
て
で
も
）証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
も
し

そ
の
家
族
が
生
活
扶
助
義
務
を
持
っ
た
子
世
代
だ
と
し
た
ら
、
親
の
介
護
も

相
続
も
共
に
放
棄
す
る
意
思
決
定
を
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
公
的
扶
助
の
対
象
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ま
し
い
場
合
と
の
ぞ
ま
し
く
な
い
場
合
が
あ
る
、
と
い
え
ば
、
多
く
の
家
族

介
護
の
経
験
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
こ
そ
自
明
な
真
理
で
あ
ろ
う
。

わ
た
し
は
1
章
で「
ケ
ア
」を「
ケ
ア
の
与
え
手
と
受
け
手
の
あ
い
だ
の
相

互
行
為
」と
定
義
し
た
。
相
互
行
為
と
し
て
の
ケ
ア
は
、
ケ
ア
の
与
え
手
が

ケ
ア
の
対
象
と
内
容
を
選
択
し
、
ケ
ア
の
受
け
手
が
そ
の
与
え
手
の
ケ
ア
を

選
択
し
た
と
き
に
、
双
方
の
行
為
者
に
と
っ
て「
の
ぞ
ま
し
い
」も
の
に
な
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、（
1
）ケ
ア
の
与
え
手
に
と
っ
て
ケ
ア
し
た
い
と
思
う
人

（
と
内
容
、
以
下
同
じ
）を
ケ
ア
す
る
こ
と
が
選
べ
、
ケ
ア
し
た
く
な
い
人
の
ケ
ア

を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
条
件
と
と
も
に
、（
2
）ケ
ア
の
受
け
手
が
、

ケ
ア
を
受
け
た
い
人
か
ら
の
ケ
ア
を
受
け
、
ケ
ア
さ
れ
た
く
な
い
人
の
ケ
ア

を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
ケ
ア
が
相
互
行
為
と
し

て
成
り
立
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
ケ
ア
と
い
う「
相
互
行
為
」は「
の
ぞ
ま

し
い
」と
言
え
る
。
家
族
間
の
介
護
も
例
外
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
言

え
ば
、
ケ
ア
の
現
場
に
い
る
人
々
は
、
受
け
手
も
与
え
手
も
、
た
め
息
を
つ

く
に
ち
が
い
な
い
、
ど
う
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な「
の
ぞ
ま
し
い
」条
件
が
つ
く

り
だ
せ
る
の
か
、
と
。
ケ
ア
の
相
手（
と
内
容
）を
選
べ
な
い
点
で
は（
家
族
介
護

に
お
い
て
も
）、
ケ
ア
の
与
え
手
の
み
な
ら
ず
、
ケ
ア
の
受
け
手
も
同
じ「
不
自

由
」の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
2
章
で
宣
言
し
た
よ

う
に
、
本
書
は
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
条
件
を
さ
ぐ
る
た
め
の
規
範
的・記

述
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
を
、
も
う
い
ち
ど
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

家
族
で
な
け
れ
ば
誰
が
介
護
を
担
う（
べ
き
な
の
）か
?　
こ
の
問
い
に
つ
い
て

は
9
章
以
降
で
再
び
と
り
あ
げ
る
。

第
三
に
、
現
実
に
は
多
く
の
高
齢
者
は
家
族
と
同
居
し
て
い
る
か
別
居
家

族
が
お
り
、
ま
っ
た
く
身
寄
り
の
な
い
単
身
高
齢
者
は
多
い
と
は
い
え
な
い

が
、
家
族
が
い
る
か
ら
と
い
っ
て
家
族
の
介
護
機
能
が
十
分
だ
と
前
提
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
家
族
介
護
の
社
会
史
は
、
家
族
介
護
が
い

か
に
惨さ
ん

憺た
ん

た
る
家
族
介
護
者
の
犠
牲
の
う
え
に
成
立
し
て
き
た
か
を
示
す
。

超
高
齢
社
会
で
は
、
家
族
介
護
の
負
担
は
家
族
の
負
担
能
力
の
限
界
を
も
は

や
逸
脱
す
る
ま
で
に
介
護
者
に
と
っ
て
重
荷
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

「
家
族
介
護
」問
題
と
は
、
高
齢
化
に
と
も
な
う
新
し
い
社
会
問
題
で
あ
る

こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
の
ち
に
詳
し
く
論
じ
る

が
、
介
護
保
険
は
、
そ
の
理
念
上
の
見
か
け（「
利
用
者
本
位
」）に
反
し
て
、
そ

の
実
、
家
族
介
護
負
担
の
軽
減
を
意
図
し
て
政
策
設
計
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の

意
図
通
り
の
政
策
効
果
を
持
っ
た
。
介
護
保
険
の
利
用
者
が
痛
感
し
て
い
る

よ
う
に
、
在
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
は
自
宅
に
家
族
介
護
者
が
い
る
こ
と
を
前
提

に
、
制
度
設
計
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
単
身
世
帯
の
高
齢
者
を
支
え
る
よ

う
に
は
で
き
て
い
な
い
。
介
護
保
険
は「
家
族（
介
護
）の
部
分
的
な

0

0

0

0

失
敗
」に

対
す
る
部
分
的
な

0

0

0

0

対
策
と
し
て
登
場
し
た
も
の
で
、「
家
族
の
失
敗
」は
、
制

度
設
計
の
な
か
に
織
り
こ
み
済
み
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の「
家
族
の
失
敗
」が

社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
ま
で
に
、
ど
れ
ほ
ど
コ
ス
ト
と
時
間
が
か
か
っ
た
か

は
、
家
族
介
護
の
社
会
史
が
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。

家
族
介
護
は
自
明
か
?　
歴
史
的
に
は
自
明
で
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に

な
っ
た
。
第
二
に
、
家
族
介
護
は「
の
ぞ
ま
し
い
」か
?　
こ
れ
に
は「
文
脈

に
応
じ
て
」と
答
え
る
ほ
か
な
い
。
家
族
介
護
は
、
文
脈
に
応
じ
て
、
の
ぞ
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1
章
で
、
わ
た
し
は
ケ
ア
と
は
ケ
ア
の
受
け
手
と
与
え
手
と
の
あ
い
だ

の
相
互
行
為
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
示
し
て
お
い
た
。
ケ
ア
と
は
、
依
存
的

な
他
者
の
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
行
為
、
そ
の
た
め
に
ケ
ア
の
与
え
手
と
受
け

手
と
い
う
複
数
の
行
為
者
が
時
間
と
空
間
と
を
シ
ェ
ア
す
る
行
為
を
指
す
か

ら
だ
。

ケ
ア
は
、
複
数
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
こ
の
相
互
行
為
を
、

受
け
手
の
側
か
ら
は「
ニ
ー
ズ（
の
充
足
）」と
、
与
え
手
の
側
か
ら
は「
サ
ー
ビ

ス（
の
提
供
）」と
に
分
節
化
し
、
分
析
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
区
別
し
よ
う
。
受

け
手
と
与
え
手
に
と
っ
て
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
点
で
、
ケ
ア
は
相
互
行
為

で
は
あ
る
が
、
非
対
称
な
相
互
行
為
で
あ
る
。
こ
の「
サ
ー
ビ
ス
」は「
サ
ー

ビ
ス
労
働
」と
な
る
こ
と
も
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
こ
の「
サ
ー
ビ

ス
労
働
」は「
支
払
い
労
働
」に
な
る
場
合
も「
不
払
い
労
働
」に
な
る
場
合
も

ニ
ー
ズ
と
サ
ー
ビ
ス
の
交
換

1

あ
る
。

ケ
ア
と
は
、
ニ
ー
ズ
と
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
で
あ
る
。
ニ
ー
ズ
の
な
い
と
こ

ろ
に
サ
ー
ビ
ス
は
存
在
し
な
い
。
ニ
ー
ズ
と
は
3
章
で
論
じ
た
よ
う
に「
承

認
ニ
ー
ズ
」す
な
わ
ち
社
会
的
構
築
物
で
あ
る
か
ら
、
ニ
ー
ズ
の
内
容
と
水

準
は
社
会
的
文
脈
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。

本
書
が
採
用
す
る「
当
事
者
主
権
」﹇ 

中
西・上
野2003; 

上
野・ 中
西
編2008

﹈の
立

場
か
ら
は
、
ニ
ー
ズ
が
何
か
は
、
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
つ
ま
り
ケ
ア
の
受
け
手

に
よ
る
定
義
が
最
優
先
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス

の
過
剰・過
少
、
適
切・不
適
切
は
、
ケ
ア
の
受
け
手
が
判
定
す
る
。
対
す
る

に
、
ケ
ア
の
受
け
手
の
ニ
ー
ズ
を
、
専
門
家
ま
た
は
第
三
者
が
定
義
し
判
定

す
る
こ
と
を
、「
温
情
的
庇
護
主
義paternalism

」と
呼
ぶ
。
い
ず
れ
の
場

合
に
も
、
ニ
ー
ズ
と
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
に
は
、
ミ
ス
マ
ッ
チ
や
不
適
合
が
あ

り
う
る
。

本
章
で
は
、
ケ
ア
が
そ
の
与
え
手
に
と
っ
て
持
つ
側
面
、
つ
ま
り
サ
ー
ビ

ケ
ア
と
は
ど
ん
な
労
働
か

第
6
章
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ス
を
提
供
す
る
労
働
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
、
ケ
ア
に
関

わ
る
サ
ー
ビ
ス
労
働
を
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
名
づ
け
よ
う
。

ケ
ア
は
与
え
手
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス（
奉
仕
）で
あ
る
。
そ
れ
を

労
働
と
呼
ぶ
こ
と
に
、
抵
抗
を
感
じ
る
人
々
も
い
る
に
違
い
な
い
。
サ
ー

ビ
ス
に
は
、
字
義
通
り「
召
使
い
の
使
役
」か
ら
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
献
身
」、

「
神
へ
の
奉
仕
」、
さ
ら
に
は
市
場
で
取
引
さ
れ
る「
商
品
と
し
て
の
サ
ー
ビ

ス
」に
至
る
ま
で
、
文
脈
に
応
じ
て
多
義
性
が
あ
る
。
ま
た
兵
役
義
務
や
服

務
中
の
軍
人
に
も
使
わ
れ
る
。
サ
ー
ビ
ス
は
労
働
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
わ
た
し
が
こ
こ
で
、
ケ
ア
を
与
え
る
行
為
は
、

ケ
ア
の
与
え
手
に
と
っ
て
は
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
い
う
名
の
サ
ー
ビ
ス
労
働
で
あ

る
、
と
す
る
の
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

サ
ー
ビ
ス
と
は
、
受
け
手
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
提
供
さ
れ
る
行
為
で
あ
り
、

同
じ
行
為
が
提
供
者
に
と
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
す
る
行
為
と
な
る
。

す
な
わ
ち
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
見
れ
ば
、
与
え
手
は
サ
ー
ビ
ス
生
産
者
で
あ

り
、
受
け
手
は
サ
ー
ビ
ス
消
費
者
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
す
る
行
為
が

労
働
な
ら
、
ケ
ア
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
す
る
者
は
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
、

す
な
わ
ち
労
働
者
で
あ
る
。
こ
の
労
働
に
は
、
不
払
い
労
働
と
支
払
い
労
働

の
二
種
類
が
あ
る
。
ま
た
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
は
商
品
と
な
る
も
の
と
な
ら
な

い
も
の
が
あ
り
、
市
場
で
交
換
さ
れ
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス
商
品
と
な
る
。
こ
の

よ
う
に
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
を
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

ケ
ア
ワ
ー
ク
の
概
念
化

2

れ
ま
で
不
払
い
労
働
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
理
論
が
す
べ
て
適
用
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

ケ
ア
ワ
ー
ク
は
広
義
の
家
事
労
働
の
一
部
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま

で
家
事
労
働
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
多
く
は
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
に

も
あ
て
は
ま
る
。
だ
が
、
家
事
労
働
論
争
の
な
か
で
生
じ
た
、「
家
事
は
労

働
か
?
」と
い
う
問
い
と
同
じ
く
、「
ケ
ア
は
労
働
か
?
」と
問
い
返
す
人
々

も
い
る
。
家
事
は
労
働
で
あ
る
、
し
か
も
不
当
に
支
払
わ
れ
な
い
不
払
い
労

働
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
に
、
昔
も
今
も
不
快
感
を
示
す
人
々
は
多
い
し
、

そ
の
担
い
手
自
身
で
す
ら（
家
事
労
働
の
場
合
は
主
婦
）、
家
事
労
働
と
い
う
概
念

に
プ
ラ
イ
ド
が
傷
つ
け
ら
れ
る
と
し
て
異
義
を
唱
え
る
傾
向
が
あ
る
。
わ

た
し
自
身
も
、『
家
父
長
制
と
資
本
制
』﹇
上
野1990; 2009d

﹈の
な
か
で
、「
家

事
は
ほ
ん
と
う
に
労
働
か
?
」と
い
う
問
い
を
立
て
た
。
人
間
を
産
み
育
て
、

そ
の
死
を
み
と
る
行
為
が
労
働
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
で
、
何
が
可
能
に
な

り
、
逆
に
何
が
失
わ
れ
る
の
か
?

家
事
労
働
論
争
の
教
訓
を
通
じ
て
、
ケ
ア
を「
労
働
」に
含
め
る
こ
と
に

警
鐘
を
鳴
ら
す
の
は
、
ス
ー
ザ
ン・
ヒ
メ
ル
ワ
イ
ト
で
あ
る
。
彼
女
は「〝
無

償
労
働
〞の
発
見
―〝
労
働
〞概
念
の
拡
張
の
社
会
的
諸
結
果
」﹇H

im
m

elw
eit 

1995=1996

﹈の
な
か
で
、
七
〇
年
代
の
家
事
労
働
論
争
の
な
か
で
用
い
ら
れ

た「
不
払
い
労
働
」の
概
念
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
市
場
的
な
商
品
生
産
労
働
に

「
労
働
」概
念
を
依
拠
し
た
た
め
に
、
ケ
ア
の
よ
う
な「
個
人
的・
情
緒
的・
人

間
関
係
的
な
活
動
」を
扱
う
に
は
不
適
切
だ
と
論
じ
、「
労
働
」の
定
義
に
あ

て
は
ま
ら
な
い
人
間
的
な
活
動
の
領
域
を
積
極
的
に
つ
く
り
だ
す
べ
き
だ
と
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主
張
す
る
。

 
ヒ
メ
ル
ワ
イ
ト
が「
家
事
労
働
」を「
労
働
」と
呼
ぶ
た
め
の
根
拠
と
し
て

あ
げ
る
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。（
1
）他
人
の
た
め
に
な
さ
れ
る
こ
と
、

（
2
）分
業
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
、（
3
）誰
が
お
こ
な
っ
た
か
は
問
題
で
な

い
、
す
な
わ
ち
家
事
労
働
と
そ
れ
を
お
こ
な
う
人
と
が
分
離
で
き
る
こ
と
で

あ
る﹇ H

im
m

elw
eit 1995=1996: 118-119

﹈。
と
こ
ろ
が
、
ケ
ア
に
は
こ
の
三
つ

め
の
条
件
、「
労
働
者
と
そ
の
労
働
と
の
間
に
あ
る
十
分
な
分
離
」が
欠
け
て

い
る
、
と
言
う﹇ H

im
m

elw
eit 1995=1996: 120

﹈。「
ケ
ア
リ
ン
グ
労
働
が
そ
れ

を
し
て
い
る
人
と
切
り
離
せ
な
い
活
動
で
あ
る
こ
と
」「
世
話
を
す
る
人
と
そ

の
労
働
と
の
関
係
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
」を
彼
女
は
指
摘
す
る
。
こ

の
労
働
の
人
格
性
は
、
ケ
ア
の
相
互
行
為
性
を
考
え
れ
ば
理
解
で
き
な
い
も

の
で
は
な
い
。

だ
が
、
ケ
ア
と
い
う
労
働
は
、
現
実
に
代
替
も
移
転
も
さ
れ
て
い
る1

❖

。
代

替
不
可
能
な
人
格
的
関
係
、
た
と
え
ば
親
族
関
係
や
そ
れ
以
外
の
親
密
な
関

係
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
ケ
ア
と
結
び
つ
く
必
然
性
は
な
い
。
生
ま
れ
た
て

の
赤
ん
坊
を
乳
母
に
預
け
る
母
親
が
い
て
も
、
母
子
関
係
の
人
格
性
は
損
な

わ
れ
な
い
。
ま
た
身
体
介
護
は
家
族
で
な
け
れ
ば
、
と
第
三
者
の
手
を
拒
否

す
る
要
介
護
者
は
今
で
も
い
る
が
、
当
の
家
族
に
介
護
の
能
力
も
意
思
も
な

い
場
合
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ケ
ア
の
受
け
手
が
、
職
業
的

な
ケ
ア
の
与
え
手
に
人
格
的
な
関
係
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
ヘ
ル

パ
ー
に
人
格
的
な
関
係
を
求
め
て
も
、
お
門
違
い
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
相

互
行
為
に
お
け
る
人
格
性
の
要
請
は
、
一
方
の
当
事
者
の
選
択
だ
け
で
は
決

ま
ら
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
ケ
ア
を
移
転
可
能
な
労
働
だ
と
見
な
す
こ
と
を

通
じ
て
、
何
が
移
転
も
代
替
も
不
可
能
な
の
か
、
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
が
可

能
と
な
る2

❖

。

「
も
し
ケ
ア
リ
ン
グ
や
自
己
充
足
活
動
が
生
産
／
消
費
の
優
位
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
べ
き
な
ら
ば
」と 

ヒ
メ
ル
ワ
イ
ト
が
提
案
す
る
処
方
箋
は
、「
時

間
と
貨
幣
の
分
配
に
お
け
る
家
庭
内
で
の
よ
り
一
層
の
平
等
」﹇ H

im
m

elw
eit 

1995=1996: 130

﹈で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
戦
略
は
、
ナ
ン
シ
ー・ 

フ
レ
イ

ザ
ー
の「
普
遍
的
ケ
ア
提
供
者
モ
デ
ルuniversal caregiver m

odel

」、
平

等
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
あ
い
だ
で
お
な
じ
み
の
性
別
役
割
分
担
の
否
定
、

「
仕
事
も
ケ
ア
も
」夫
婦
が
平
等
に
分
か
ち
合
う「
半
分
こ
イ
ズ
ム
」で
あ
る
。

だ
が 

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
こ
の「
平
等
主
義
カ
ッ
プ
ル
」が

実
現
さ
れ
る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
低
い3

❖

。
た
と
え
世
帯
内
の（
夫
婦
間
）所
得

格
差
が
縮
小
さ
れ
て
も
世
帯
間
の
所
得
格
差（
女
女
格
差
）が
大
き
け
れ
ば
、
つ

ま
り
、
ケ
ア
労
働
の
代
替
コ
ス
ト
が
安
け
れ
ば
、
ケ
ア
を
外
部
へ
移
転
す
る

傾
向
を
く
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
以
下
の
よ
う
な
彼
女
の
意
図
を
、
わ
た
し
は
共
有
し
て
い
る
。

も
し
社
会
に
対
す
る
女
性
の
貢
献
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
、

男
性
が
資
本
制
経
済
に
入
っ
て
い
っ
た
方
途
に
沿
う
よ
う
に
設
定
さ
れ

た
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
女
性
の
適
応
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
項

対
立
を
強
化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
我
々
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
る

必
要
が
あ
る
。 

﹇ H
im

m
elw

eit 1995=1996: 131

﹈
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た
し
か
に
商
品
生
産
労
働
の
延
長
上
に
す
べ
て
の
人
間
的
な
諸
活
動
を
と

ら
え
る
こ
と
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
に
は
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
家
父
長

制
と
資
本
制
』の
最
終
章
で
、
わ
た
し
は
不
払
い
労
働
と
い
う
概
念
は
最
終

的
に
乗
り
こ
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
の
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
も
た
ら
し
た「
不
払
い
労
働
」の
概
念
は
、
そ
れ
を
極
限
ま
で
思
考

実
験
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
課
題
を

と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
こ
の
問
い
を
受
け
継
い
で
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
と

い
う
概
念
が
可
能
に
す
る
分
析
を
、
そ
の
極
限
ま
で
お
し
す
す
め
て
み
た
い
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
概
念
化
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
認
識
利
得
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
概
念
装
置conceptual apparatus

」と
は
つ
ね
に
現

実
を
理
解
す
る
た
め
の「
分
析
ツ
ー
ルanalytical tool
」で
あ
り
、
ツ
ー
ル

に
合
わ
せ
て
現
実
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
ケ
ア
は
労
働
で
あ
る
」、
と
い

う
事
実
命
題
に
代
わ
っ
て
、「
ケ
ア
を
労
働
と
見
な
す
」と
い
う
作
業
仮
設
に

よ
っ
て
、
何
が
言
え
る
よ
う
に
な
る
か
?　
を
問
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

逆
に
、
ケ
ア
を
労
働
か
ら
区
別
す
る
こ
と
で
、
何
が
困
難
に
な
る
だ
ろ

う
か
?　

 

ヒ
メ
ル
ワ
イ
ト
の「
反
省
」は
、
ケ
ア
を
労
働
と
区
別
す
る
こ
と

で
、
か
え
っ
て
ケ
ア
を
人
格
的
で
代
替
不
可
能
な
特
権
的
な
領
域
に
囲
い
こ

む
結
果
に
な
る
。
彼
女
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
を
も
じ
れ
ば
、「
労
働
」概
念
を

拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る「
社
会
的
諸
結
果
」同
様
、
そ
れ
を
拡
張

し
な
い

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る「
社
会
的
諸
結
果
」も
ま
た
、
問
題
で
あ
る

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
ケ
ア
が
す
で
に
こ
れ
だ
け
サ
ー
ビ
ス
商
品
と
な
っ
て

流
通
し
て
い
る
今
日
、
誰
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
に
せ
よ
、
ケ
ア
を
労
働
の
一

種
と
見
な
す
こ
と
は
、
ケ
ア
の
代
替
可
能
性
を
前
提
す
る
こ
と
で
異
な
る
領

域
に
お
け
る
労
働
の
比
較
可
能
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
必
要
不
可
欠
な
理

論
的
装
置
な
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
福
祉
多
元
社
会
に
お
け
る
ケ
ア
ワ
ー

ク
の
配
置
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
領
域
の
異
な
る
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
活
動

の
あ
い
だ
に
、
相
互
に
比
較
可
能
性
と
、
し
た
が
っ
て
共
約
可
能
性com

-
m

ensurability

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
比
較
を
通
じ
て
は

じ
め
て
、
何
が
代
替
可
能
で
あ
り
、
何
が
代
替
不
可
能
か
も
ま
た
、
最
終
的

に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

前
節
に
し
た
が
っ
て
、
ケ
ア
を
労
働
だ
と
見
な
し
た
上
で
、
労
働
だ
と
し

た
ら
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
労
働
な
の
か
?　
そ
れ
を
通
じ
て
、
家
事
労
働
一

般
と
ケ
ア
の
違
い
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

家
事
の
定
義
の
う
ち
に
は
、「
第
三
者
基
準
」と
い
う
も
の
が
あ
る
。
人
間

が
生
命・生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
諸
活
動
の
う
ち
に
は
、
食
事
、

ケ
ア
は
労
働
か

3

❖
1 

多
く
の
事
業
者
で
利
用
者
に
よ
る
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
選
好
や
指
名
を
避
け
て
い
る
ば
か
り

で
な
く
、
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
に
も
、
専
属
の
指
名
は
避
け
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

❖
2 
ケ
ア
を
受
け
て
い
る
患
者
や
高
齢
者
に
と
っ
て
、
親
密
な
他
者
の
手
を
握
り
続
け
て
い
る

こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
他
人
に
は
代
替
不
可
能
な
人
格
関
係
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
医
療
や
看

護
、
排
泄
ケ
ア
や
褥
創
ケ
ア
な
ど
は
完
全
に
代
替
可
能
で
あ
る
。

❖
3 

育
児
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る「
夫
婦
の
協
力
」も
、
介
護
に
つ
い
て
は
成
立
す
る
と
は
い
え

な
い
。
老
親
は
夫
婦
の
一
方
の
親
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
育
児
に
つ
い
て
す
ら
、
両
親
の
そ

ろ
っ
た
家
庭
を
想
定
す
る
こ
と
は
無
条
件
の
前
提
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
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家
事
労
働
論
争
の
な
か
で
、
家
事
が
労
働
で
な
い
の
は
そ
れ
が
生
産
的
で

な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
家
事
は
消
費
活
動

で
、
そ
れ
以
外
が
生
産
活
動
か
、
と
言
え
ば
、
生
産
と
消
費
の
あ
い
だ
の
境

界
は
こ
れ
も
文
脈
に
応
じ
て
変
動
す
る
か
ら
、
こ
の
定
義
を
採
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
自
家
菜
園
で
野
菜
を
栽
培
し
、
収
穫
し
、
調
理
し
、
食
卓
に

運
ぶ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
の
、
ど
こ
ま
で
が
生
産
で
ど
こ
か
ら
が
消
費
か
の
線

引
き
は
む
ず
か
し
い
。
前
近
代
の
農
家
の
主
婦
に
と
っ
て
は
長
い
生
産
過

程
で
あ
っ
た
も
の
が
、
都
会
の
主
婦
に
と
っ
て
は
短
時
間
の
買
い
物
で
す

む
消
費
活
動
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
何
が
家
事
か
は
、
歴
史
的・社
会
的（
階

級
的
に
も
）に
そ
の
範
囲
が
変
動
す
る
か
ら
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ・ 

デ
ル
フ
ィ

は
、
こ
れ
を
家
事
労
働
の「
都
市
的
基
準urban criteria

」と
呼
ん
だ﹇ D

elphy 

1984=1996

﹈。
す
な
わ
ち
、
生
産
手
段
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
都
市
雇
用
者
世

帯
の
妻
の
労
働
を「
家
事
」と
呼
ぶ
こ
と
で
、
農
家
の
妻
の
労
働
の
う
ち
、
何

が
生
産
労
働
で
何
が
家
事
か
が
事
後
的
に
定
義
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

家
事
の
定
義
は
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
誰
も
が
既
製
服

を
買
い
求
め
る
時
代
に
、
テ
マ
ヒ
マ
か
け
て
セ
ー
タ
ー
を
手
編
み
す
る
行
為

が「
趣
味
的
」な「
擬
装
労
働
」（ 

梅
棹
忠
夫
）と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た﹇
上
野

1982

﹈。
と
こ
ろ
で
ケ
ア
は
、
家
事
と
は
ど
う
違
う
だ
ろ
う
か
?　
ケ
ア
は
ま
ず

（
1
）依
存
的
な（
ニ
ー
ズ
を
持
っ
た
）他
者
の
存
在
を
前
提
と
し
、（
2
）消
費
さ

れ
る
そ
の
時・そ
の
場
で
生
産
さ
れ
る
た
め
に
、
ニ
ー
ズ
を
持
っ
た
他
者
と

そ
の
時・
そ
の
場
を
共
有
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
し
た
が
っ
て（
3
）省
エ
ネ

睡
眠
、
排
泄
の
よ
う
に
第
三
者
に
代
替
し
て
も
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い
活
動

が
あ
る
。
N　
H　
K
の
生
活
時
間
調
査
で
は
、
こ
れ
を
第
一
次
活
動
と
呼
ぶ
。

次
い
で
生
活
や
生
計
維
持
の
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
諸
活
動
が
第
二
次

活
動
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
日
二
四
時
間
か
ら
第
一
次
活
動
時
間
と
第
二
次
活

動
時
間
と
を
差
し
引
い
た
、
余
暇
と
呼
ば
れ
る
自
由
裁
量
時
間
を
、
第
三
次

活
動
時
間
と
呼
ぶ
。
第
二
次
活
動
に
は
、
収
入
を
と
も
な
う
狭
義
の「
労
働
」

と
収
入
を
と
も
な
わ
な
い「
家
事
」と
が
含
ま
れ
る4

❖

。
最
近
ま
で
、「
労
働
時

間
」と
は
、
第
二
次
活
動
の
う
ち「
支
払
い
労
働
時
間
」の
み
を
指
し
て
い
た
。

だ
が
、
家
事
も
ま
た「
不
払
い
労
働
」と
い
う
名
の
労
働
だ
と
い
う
社
会
的
な

コ
ン 

セ
ン
サ
ス
が
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く「
労
働
時
間
」と
は

「
支
払
い
労
働
時
間
」と「
不
払
い
労
働
時
間
」の
合
計
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
官
庁
統
計
の
う
ち
、「
労
働
時
間
」統
計
が
両
者
の
合
計
時
間

と
し
て
表
示
さ
れ
た
の
は
九
〇
年
代
以
降
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
支
払
い
労

働
時
間
と
不
払
い
労
働
時
間
と
を
合
計
し
た
総
労
働
時
間
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
、

す
な
わ
ち
女
性
の
ほ
う
が
男
性
よ
り
長
時
間
労
働
で
あ
る
こ
と
が
統
計
的
に

証
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
統
計
は
、

世
帯
内
の
活
動
と
世
帯
外
の
活
動
と
を「
労
働
」概
念
の
も
と
に「
共
約
」す
る

こ
と
で
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
次
活
動
と
第
二
次
活
動
、
さ
ら
に
支
払
い
労
働
と

不
払
い
労
働
の
区
別
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
家
事
と
は
、
世
帯
内
で
生
命・

生
活
を
維
持
す
る
な
く
て
は
な
ら
な
い
活
動
の
う
ち
、
自
分
以
外
の
他
者
に

移
転
で
き
る
活
動
を
い
う
。
こ
れ
が
家
事
の「
第
三
者
基
準
」で
あ
る5

❖

。
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の
で
な
い
限
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
し
て
の
ケ
ア
が
省
力
化
す

る
と
は
考
え
に
く
い
。
育
児
ロ
ボ
ッ
ト
を
考
え
つ
く
人
は
い
な
い
の
に
、
介

護
ロ
ボ
ッ
ト
を
考
え
つ
く
人
が
い
る
こ
と
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

行
為
と
し
て
の
ケ
ア
の
性
格
を
無
視
し
た
、
高
齢
者
差
別
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

ろ
う6

❖

。
ケ
ア
が
労
働
で
あ
る
た
め
の
も
う
ひ
と
つ
の
条
件
は
、
そ
れ
が
完
全
に
第

三
者
に
よ
っ
て
代
替
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
の
一
種
で
あ
る
育
児

を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
し
ば
し
ば
代
替
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
母
乳

育
児
で
す
ら
、
乳
母
や
里
親
に
よ
っ
て
代
替
可
能
で
あ
る
。
産
育
の
社
会
史

的
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
自
分
で
出
産
し
た
赤
ん
坊
を
自
分
の
乳
で

育
て
る
と
い
う
慣
行
は
、
歴
史
的
に
は
比
較
的
新
し
く
、
近
代
家
族
の
も
と

で
成
立
し
た
中
産
階
級
的
な
ハ
ビ
ト
ゥ
ス（
身
体
化
さ
れ
た
慣
習
的
な
行
動
様
式
）（
ブ

化
も
省
力
化
も
で
き
な
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
指
す
。
他
者
の
ニ
ー
ズ
に
応

じ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
う
ケ
ア
の
性
格
は
、
ケ
ア
と
い
う
概
念
に
い
く

つ
か
の
条
件
を
与
え
る
。

ま
ず
第
一
に
、
ケ
ア
は
あ
く
ま
で
複
数
の
当
事
者
を
含
む
相
互
行
為
で
あ

り
、
他
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
行
為
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自

分
自
身
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
行
為
を
ケ
ア
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
除
外
す
る
。
そ

の
こ
と
は
、 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
よ
う
な
ケ
ア
の
用
法
、
た
と
え
ば
自
己
へ
の
配

慮
を
除
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た「
ア
イ
デ
ィ
ア
を
育
む
」、
と
い
う
よ
う

な
人
格
を
対
象
と
し
な
い
ケ
ア
の
隠
喩
的
な
用
法
を
も
排
除
す
る﹇ M

ayeroff  

1971=1987

﹈。
ケ
ア
は
あ
く
ま
で
自
分
以
外
の
他
者
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
で

あ
る
。

第
二
に
、
ケ
ア
は
ニ
ー
ズ
の
発
生
す
る
そ
の
時・
そ
の
場
で
生
産
さ
れ
、

消
費
さ
れ
る
た
め
に
、
他
の
商
品
生
産
の
よ
う
に
大
量
生
産
や
在
庫
調
整
、

出
荷
調
整
が
効
か
な
い
。
ケ
ア
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
対
面
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
を
必
須
と
す
る
た
め
に
、
時
間
と
空
間
を
共
有
す
る
、

つ
ま
り「
共
に
あ
るsharing

」こ
と
が
そ
れ
自
体
、
手
段
で
あ
り
目
的
と
な
る
。

第
三
に
、
ケ
ア
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
性
格
は
、
他
の
家
事

サ
ー
ビ
ス
の
場
合
に
は
成
り
立
つ
よ
う
な
省
エ
ネ
化
、
省
力
化
と
な
じ
ま
な

い
。
も
ち
ろ
ん
介
護
補
助
具
や
福
祉
機
器
を
用
い
る
こ
と
で
、
介
護
者
の
腰

痛
を
予
防
す
る
省
エ
ネ
化
や
、
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
る
省

力
化
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ケ
ア
が
当
事
者
の
た
ん
な
る
安
全
の
確

保
や
、
自
立
支
援
と
い
う
名
の
も
と
で
ケ
ア
の
ミ
ニ
マ
ム
化
を
目
的
と
す
る

❖
4 

第
一
次
／
二
次
／
三
次
活
動
を
そ
れ
ぞ
れ
必
需
行
動
／
拘
束
行
動
／
自
由
行
動
と
も
呼
ん

で
い
る
。
た
と
え
ば
、
通
勤
時
間
の
よ
う
に
そ
の
時
間
は
収
入
が
発
生
し
て
い
な
い
活
動
で
も
、

「
労
働
」の
た
め
に
不
可
欠
な
時
間
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
拘
束
行
動
の
う
ち
に
入
る
。

❖
5 

第
三
者
に
移
転
可
能
で
あ
る
と
い
う
基
準
さ
え
満
た
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
た

め
に
や
ろ
う
が
、
自
分
以
外
の
他
者
の
た
め
に
や
ろ
う
が
、
労
働
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
単
身
世
帯
の
生
活
者
に
も「
家
事
労
働
」は
あ
る
。
自
分
自
身
の
た
め
に
お
こ
な
う
料

理
と
い
う
行
為
で
す
ら
、
外
食
や
調
理
済
み
食
品
に
よ
っ
て
一
〇
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
外
注
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
自
分
で
や
っ
て
も「
労
働
で
あ
る
」と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
そ
れ
を
ケ
ア
と
は
呼
ば
な
い
。

❖
6 

こ
の
点
で
は
わ
た
し
は 

ヒ
メ
ル
ワ
イ
ト
の
ケ
ア
の
人
格
性
の
主
張
を
支
持
す
る
。
だ
が
人

格
性
は
代
替
可
能
性
を
排
除
し
な
い
。
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て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
、
両
者
を
比
較
不
可
能
な
も
の
と
し
て
概
念
構
成
す

る
よ
り
は
、
比
較
可
能
な
も
の
と
し
て
概
念
構
成
す
る
ほ
う
が
は
る
か
に
大

き
い
認
識
利
得
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
わ
た
し
が 

ヒ
メ
ル
ワ
イ
ト

の
意
図
に
賛
同
し
つ
つ
、
そ
の
主
張
を
採
用
し
な
い
理
由
で
あ
る
。

家
事
労
働
論
争
の
際
に
、
家
事
を
労
働
と
見
な
す
こ
と
に
も
っ
と
も
抵
抗

し
た
の
は
、
男
性
た
ち
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
家
事
専
従
者
た
ち
、
つ

ま
り
主
婦
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
家
事・育
児
は
愛
の
行
為
で
あ

り
、
喜
び
で
あ
る
。
相
手
の
成
長
や
感
謝
が
そ
の
ま
ま
報
酬
と
な
る
尊
い
無

償
の
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
労
働
と
見
な
す
の
は
、
ま
し
て
や
そ
れ
を

「
不
払
い
労
働
」と
見
な
し
て「
家
事
労
働
の
値
段
」を
あ
れ
こ
れ
計
算
す
る
の

は
、
家
事・育
児
の
価
値
を
お
と
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
愛
に
は

値
段
が
つ
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
他
の
行
為
と
は
比
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
…
…
と
い
う
の
が
、
反
論
の
主
旨
で
あ
っ
た
。
以
下
、
こ

れ
を「
ケ
ア
」と
置
き
換
え
て
、
同
じ
議
論
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
、
検
討
し

て
み
よ
う
。

以
上
の
反
論
の
な
か
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
る
論
点
が
含
ま
れ
る
。（
1
）

ケ
ア
が
愛
と
い
う
名
の
も
と
に
代
替
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、（
2
）ケ
ア
が
そ

の
ま
ま
喜
び
で
あ
る
こ
と
、（
3
）ケ
ア
に
は
相
手
か
ら
の
反
応
と
い
う
情
緒

的
な
報
酬
が
あ
る
こ
と
、（
4
）ケ
ア
に
は
値
段
が
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
の

四
つ
で
あ
る
。
順
に
論
じ
て
い
こ
う
。

ケ
ア
労
働
と
家
事
労
働
の
比
較

4

ル
デ
ュ
ー
）で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
流
階
級
の
女
た
ち
に
と
っ
て
は
出
産

ま
で
が
任
務
で
、
あ
と
は
育
児
を
ま
っ
た
く
し
な
く
て
も
す
ん
だ
。
ま
た
母

を
産
褥
熱
で
失
っ
た
子
ど
も
や
捨
て
子
で
も
、
親
業
の
代
替
者
が
い
さ
え
す

れ
ば
育
つ
か
ら
、
母
親
の
存
在
は
絶
対
と
は
言
え
な
い7

❖

。
介
護
も
同
様
で
あ

る
。
子
が
い
て
も
子
か
ら
無
視
さ
れ
る
高
齢
者
が
い
る
一
方
で
、
施
設
で
家

族
か
ら
よ
り
も
手
厚
い
介
護
を
受
け
る
高
齢
者
も
い
る
。
ケ
ア
は
完
全
に
第

三
者
に
代
替・移
転
可
能
な
点
で
、
そ
の
担
い
手
に
と
っ
て
、
一
〇
〇
パ
ー

 

セ
ン
ト
の
労
働
か
ら
一
〇
〇
パ
ー 
セ
ン
ト
の
自
己
充
足
的
な
関
係8

❖

に
至
る
ま

で
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
う
ち
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
セ
ッ
ク
ス
や
家
事
な
ど
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
と
同
様

に
、「
ケ
ア
は
労
働
か
?
」と
本
質
主
義
的
な
問
い
を
問
う
代
わ
り
に
、「
ど

の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
ケ
ア
は
労
働
と
な
る
か
?
」「
ど
の
よ
う
な
条

件
の
も
と
で
ケ
ア
は
自
己
充
足
的
な「
関
係
の
た
め
の
関
係
」に
な
り
う
る

か
?
」と
い
う
問
い
の
文
脈
化
を
図
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
と

な
れ
ば
、
こ
こ
で
ケ
ア
を
労
働
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、「
ケ
ア
は
労
働
で
あ

る
」と
い
う
命
題
を
提
示
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
労
働
と
労
働
で

な
い
も
の
と
の
あ
い
だ
に
連
続
性
を
仮
設
す
る
こ
と
で
、
両
者
を
比
較
可
能

な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
置
く
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
家
族
介
護
と

そ
れ
以
外
の
介
護
と
を
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
い
う
同
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
置

く
こ
と
で
、
両
者
は
初
め
て
比
較
可
能
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
、「
愛
」と
い
う

マ
ジ
ッ
ク
タ
ー
ム
が
―
あ
る
い
は「
私
的
領
域
」の
神
話
が
―
家
族
に
よ

る
ケ
ア
と
そ
れ
以
外
の
ケ
ア
と
を
切
断
し
、
比
べ
る
こ
と
す
ら
タ
ブ
ー
と
し
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語
源
学
的
に
言
え
ば
、「
労
働labor

」に
は
、「
陣
痛labor

」と
い
う
意
味
が

あ
り
、
苦
痛
を
と
も
な
う
身
体
の
行
使
や
苦
役
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
だ
が
、

労
働
が
つ
ね
に
喜
び
と
背
反
し
あ
う
わ
け
で
は
な
い
。
ど
ん
な
単
調
な
労
働

か
ら
で
も
労
働
者
が
さ
さ
や
か
な
達
成
感
や
熟
練
の「
喜
び
」を
味
わ
う
こ
と

は
あ
り
う
る
し
、
労
働
が
趣
味
と
一
致
し
て
い
る
幸
運
な
人
々
も
い
る
。
行

為
者
が
そ
の
行
為
か
ら
喜
び
を
引
き
出
す
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
労
働
で
あ

る
か
ど
う
か
と
は
関
与
し
な
い
。
ま
し
て
や
、
そ
の
労
働
が
喜
び
で
あ
る
か

ら
、
報
酬
は
要
ら
な
い
、
ま
た
は
低
く
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。

（
3
）労
働
は
、
そ
れ
が
他
者
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
に
は
対
価
を

発
生
す
る
。
そ
れ
が
支
払
わ
れ
た
と
き
に
は
支
払
い
労
働
と
な
り
、
支
払
わ

れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
不
払
い
労
働
と
な
る（
誰
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
、
い
く
ら
、

支
払
う
か
?　
と
い
う
問
い
は
、
棚
上
げ
に
し
て
お
く
）。
と
こ
ろ
で
ケ
ア
に
関
わ
る
議

（
1
）ケ
ア
が
愛
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
相
互
行
為
と
し
て
の
ケ
ア

が
互
い
に
相
手
を
偶
然
で
は
な
く
必
然
の
絆
で
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
を
指

す
。「
愛
」と
い
う
の
は
、
代
替
不
可
能
な
関
係（「
こ
の
人
で
な
け
れ
ば
…
…
」）を

正
当
化
す
る
、
無
根
拠
の
根
拠
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
親
子
や
夫
婦
の
よ

う
な
必
然
の
絆
が
、
愛
だ
け
で
な
く
憎
悪
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の

は
周
知
の
事
実
だ
し
、
自
分
で
子
ど
も
を
生
ん
だ
母
親
で
さ
え
、
実
の
子
ど

も
を
つ
ね
に
愛
す
る
と
は
限
ら
な
い9

❖

。
た
と
え
親
族
の
絆
が
あ
っ
て
も
、
選

択
性
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
ケ
ア
が
強
制
労
働
と
な
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
命
題
は
、「
ケ
ア
は
愛
の
行
為
で
あ
っ
て
ほ
し
い

／
あ
る
べ
き
だ
」と
い
う
規
範
命
題
に
ほ
か
な
ら
ず
、
事
実
命
題
と
し
て
は
、

「
ケ
ア
は
愛
の
行
為
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
る
」と

い
う
ほ
か
な
い
。
ま
た
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ケ
ア
は
完
全
に
第
三
者

に
移
転・代
替
が
可
能
な
の
だ
か
ら
、「
愛
の
関
係
」の
も
と
で
も
、「
愛
の
な

い
関
係
」の
も
と
で
も
、
事
実
上
、
ケ
ア
は
遂
行
さ
れ
る
。

（
2
）次
に
、
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
相
互
行
為
と
し
て
の
ケ
ア
が
、
そ
の

担
い
手
自
身
に
と
っ
て
喜
び
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
も（
1
）

と
同
じ
く
、「
ケ
ア
が
、
そ
の
与
え
手
に
と
っ
て
喜
び
で
あ
っ
て
ほ
し
い
／

あ
る
べ
き
だ
」と
い
う
規
範
命
題
で
し
か
な
い
こ
と
は
、 

メ
イ
ヤ
ロ
フ
批
判

で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
実
際
に
は
、「
ケ
ア
は
喜
び
で
あ
る
こ
と
も
、

苦
痛
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
」行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
じ
行
為
者
に
と
っ
て

す
ら
そ
の
両
義
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
る
行
為
が
、
行
為
者
に
と
っ

て「
喜
び
」で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が「
労
働
」で
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

❖
7 

一
部
の
哺
乳
動
物
は
、
母
親
を
失
う
と
子
は
死
へ
追
い
つ
め
ら
れ
る
。
匂
い
で
子
を
選
別

す
る
動
物
の
母
親
は
、
自
分
の
子
以
外
の
子
に
対
し
て
養
育
行
動
を
と
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
人
間
は
そ
う
で
は
な
い
。
有
名
な
ボ
ウ
ル
ビ
ィ
の「
母
親
剝
奪
理
論
」も
、
母
親
の
絶
対
的
必
要

性
を
説
い
た
も
の
で
は
な
く
、
母
業
を
代
替
す
る
親
密
な
他
者
が
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
こ
と
を
逆

説
的
に
証
明
し
た
も
の
と
も
言
え
る
。

❖
8 self-consum

atory relationship

す
な
わ
ち
関
係
を
持
つ
こ
と
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る

関
係
。

❖
9 

出
産
に
対
し
て
否
定
的
な
感
情
を
持
っ
て
い
る
産
婦
が
、
マ
タ
ニ
テ
ィ・
ブ
ル
ー（
産
後
抑

鬱
状
態
）に
な
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
し
、
こ
の
状
態
の
母
親
の
も
と
に
子
ど
も
を
お
い
て
お

く
よ
り
も
、
む
し
ろ
引
き
離
し
た
ほ
う
が
よ
い
場
合
も
あ
る
。
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「
情
緒
的
な
報
酬
」が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
だ
ろ

う
か
?

（
4
）最
後
に
、
ケ
ア
が
労
働
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
う
え
不
当
に
支
払
わ
れ

な
い「
不
払
い
労
働
」だ
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
い
く
ら（
誰
に
よ
っ
て
、
い
か
に
）

支
払
わ
れ
る
の
が
正
当
な
の
か
?　
と
い
う
問
い
が
残
る
。「
ケ
ア
の
値
段
」

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
節
で
詳
論
し
よ
う
。

た
だ
し
こ
こ
で
も
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
の
値
段
」と「
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
値
段
」と
は
違
う
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
も
っ
と
専
門
的
に
言
う
と
、「
ケ
ア
と
い
う
サ
ー
ビ
ス（
労
働
）商
品
」

の
価
格
と
、「
ケ
ア
労
働
者
と
い
う
労
働
力
商
品
」の
価
格
と
は
違
う
、
す
な

わ
ち
労
働
と
労
働
力
の
区
別
で
あ
る
。
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
、
サ
ー
ビ
ス
商
品

市
場
に
属
す
る
が
、
ケ
ア
労
働
者
は
、
労
働
力
市
場
に
属
す
る
、
つ
ま
り

サ
ー
ビ
ス
と
労
働
力
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
市
場
に
属
し
て
お
り
、
こ
の

ふ
た
つ
の
市
場
は
異
な
る
原
理
で
作
動
し
て
い
る
。

一
般
的
な
誤
解
を
解
い
て
お
け
ば
、
ケ
ア
労
働
者
と
は
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
と

い
う
商
品
を
ケ
ア
の
消
費
者
と
貨
幣
で
交
換
し
て
い
る
当
事
者
で
は
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
商
品
の
価
格
は
別
な
要
因
で
決
ま
っ
て
お
り
、
ケ
ア
労
働
者
は
商

品
市
場
の
も
と
で
価
格
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
参
与
す
る
直
接
の
ア
ク
タ
ー
で

は
な
い
。
消
費
者
の
契
約
の
相
手
は
事
業
者
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
料
金
は

事
業
者
に
支
払
わ
れ
、
多
く
の
場
合
、
労
働
者
に
は
雇
用
関
係
に
あ
る
事
業

サ
ー
ビ
ス
商
品
と
労
働
力
商
品

5

論
が
し
ば
し
ば
陥
る
の
は
、
ケ
ア
は
そ
の
対
象
か
ら
す
で
に
十
分
に
報
わ
れ

て
い
る（
だ
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
報
酬
は
要
ら
な
い
）と
い
う
主
張
で
あ
る
。
家
事
な
ら

ば
、
夫
や
家
族
か
ら
の
感
謝
に
よ
っ
て
、
育
児
な
ら
子
ど
も
の
成
長
に
よ
っ

て
。
ケ
ア
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
?　
育
児
の
よ
う
に
、
相
手
の
成
長
が

報
酬
だ
と
し
た
ら
、
老
い
や
死
に
向
か
う
高
齢
者
や
病
人
を
世
話
す
る
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
や
医
療
者
に
と
っ
て
は
、
相
手
の
死
を
報
酬
と
見
な
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
子
ど
も
は
感
謝
を
こ
と
ば
で
表
す
こ
と

は
少
な
い
が
、
成
人
の
高
齢
者
を
ケ
ア
す
る
場
合
に
は
、「
お
年
寄
り
か
ら
、

あ
り
が
と
う
を
言
わ
れ
る
の
が
生
き
が
い
」と
語
る
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
は
多
い
。

だ
が
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
は
、「
感
謝
」を
求
め
て
ケ
ア
を
提
供
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
相
手
か
ら
感
謝
が
返
っ
て
こ
よ
う
が
こ
ま
い
が
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー

は
ケ
ア
と
い
う
行
為
を
お
こ
な
う
だ
ろ
う
し
、
ケ
ア
は
そ
れ
が
必
要
な
と
こ

ろ
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
謝
を
目
的
に
ケ
ア
を
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
似
た
よ
う
な
ケ
ア
の
専
門
家
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
、

奇
妙
な
序
列
と
差
異
化
に
わ
た
し
た
ち
の
目
を
向
け
さ
せ
る
。
医
師
は
患
者

の
感
謝
を
受
け
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
医
師
が
報
酬
を
受
け
と

ら
な
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
し
、
報
酬
が
安
く
て
よ
い
理
由
に
も
な
ら
な
い
。

（
2
）の
場
合
と
同
様
、
そ
の
行
為
に
喜
び
が
と
も
な
う
か
ど
う
か
と
、
そ
の

行
為
に
感
謝
や
手
応
え
が
と
も
な
う
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
労
働
で
あ
る
か

ど
う
か
と
は
、
非
関
与
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ア
が
女
の
手
で
お

こ
な
わ
れ
る
と
き
に
限
っ
て
、
ま
た
同
じ
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
な
か
で
も
下
級
職
に
あ
た
る
場
合
に
限
っ
て
、
ケ
ア
の「
目
に
見
え
な
い
」
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（
1
）顧
客
の
ニ
ー
ズ
が
市
場
を
生
み
、（
2
）業
者
が
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
サ
ー
ビ
ス
商
品
を
市
場
に
送
り
だ
し
、（
4
）家
族
の
事
情
が
セ
ッ
ク
ス

ワ
ー
カ
ー
を
労
働
者
と
し
て
市
場
に
押
し
だ
し
、（
5
）国
家
の
レ
ギ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
条
件
を
規
定
す
る
と
い
う
、
以
上
の
文
脈
の
な

か
で
、（
3
）娼
婦
は
交
換
の
客
体
で
あ
っ
て
主
体
で
は
な
い
。
そ
し
て
当
然

の
こ
と
だ
が
、
提
供
さ
れ
た
性
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
顧
客
か
ら
支
払
わ
れ
た

価
格
と
、
業
者
か
ら
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
カ
ー
へ
と
支
払
わ
れ
る
賃
金
と
は
一
致

し
な
い10

❖

。
こ
の
五
つ
の
ア
ク
タ
ー
は
、
そ
の
ま
ま
ケ
ア
産
業
に
も
あ
て
は
ま

る
。
不
謹
慎
な
た
と
え
だ
、
と
困
惑
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
性
産
業
も

サ
ー
ビ
ス
産
業
の
一
種
で
あ
り
、
性
産
業
に
つ
い
て
よ
く
考
え
ぬ
か
れ
て
き

た
こ
と
は
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で

あ
る
。

サ
ー
ビ
ス
商
品
の
価
格
と
労
働
力
商
品
の
価
格
と
が
異
な
る
こ
と
は
、
ケ

ア
の
場
合
に
も
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
介
護
保
険
下
の
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
は
、

二
〇
〇
六
年
度
改
訂
で
身
体
介
護
一
時
間
四
〇
二
〇
円
、
生
活
援
助
二
〇 

八
〇
円
と
い
う
価
格
が
つ
い
て
い
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
価
格
は
市
場

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
市
場
価
格
で
は
な
く
、
官
に
よ
っ
て

統
制
さ
れ
た
公
定
価
格
で
あ
り
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
が
属
す
る
市
場
は「
準
市

場quasi-m
arket

」で
あ
る
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
価
格
は
そ
の
ま
ま
、
サ
ー
ビ

者
か
ら
支
払
わ
れ
る
。
つ
ま
り
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
直
接
の
支
払
者
は

事
業
者
で
あ
っ
て
、
利
用
者
で
は
な
い
。

ち
ょ
う
ど
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
独
立
自
営
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
カ
ー
を
想
定
す
る

こ
と
が
困
難
な
よ
う
に
、
完
全
に
独
立
自
営
で
、
価
格
の
交
渉
能
力
を
持
っ

た
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
、
と
い
う
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
こ
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成
り
立
つ
よ
う
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
料
金
と
ワ
ー
カ
ー
の
報
酬

と
の
関
係
は
、
セ
ッ
ク
ス
産
業
の
場
合
に
似
て
い
る
。
よ
く
誤
解
さ
れ
る
が
、

売
買
春
と
は
、
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
カ
ー
と
顧
客
と
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
サ
ー

ビ
ス
と
貨
幣
と
の
交
換
、
で
は
な
い
。
完
全
に
独
立
自
営
で
価
格
の
交
渉
能

力
を
持
っ
た
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
カ
ー
、
と
い
う
存
在
を
例
外
と
し
て
、
売
買
春

と
は
、
性
産
業
の
事
業
者
と
顧
客
と
の
あ
い
だ
の
サ
ー
ビ
ス
と
貨
幣
と
の
交

換
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
カ
ー
は
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
す
る
労
働

者
で
あ
っ
て
交
換
の
当
事
者
で
は
な
い
。
江
戸
期
の
性
産
業
で
あ
る
遊
廓

を
研
究
し
た
近
世
史
家
の 

曽
根
ひ
ろ
み﹇1990

﹈は
、
売
春
に
関
与
す
る
ア
ク

タ
ー
と
し
て
以
下
の
五
つ
を
挙
げ
る
。

（
1
）顧
客

（
2
）業
者

（
3
）娼
婦

（
4
）家
族

（
5
）国
家

❖
10 

江
戸
期
の
よ
う
に
娼
婦
の
供
給
源
が
無
限
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
娼
婦
が
再
生
産
す
ら
求

め
ら
れ
な
い
使
い
捨
て
の
消
費
財
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
彼
女
た
ち
は
生
存
ラ
イ
ン
以
下
の
条

件
で
労
働
を
強
い
ら
れ
た
。
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ら
か
で
な
い
し
、
ま
た
現
場
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
か
ら
は
こ
の
二
つ
の
あ
い
だ

に
線
引
き
が
む
ず
か
し
い
と
い
う
声
が
あ
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

両
者
の
あ
い
だ
に
価
格
差
が
維
持
さ
れ
て
い
る
根
拠
も
示
さ
れ
な
い
。

こ
の
価
格
が
市
場
に
お
け
る
需
給
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
な

ら
市
場
価
格
と
な
る
が
、
介
護
保
険
の
も
と
で
は
需
給
バ
ラ
ン
ス
に
か
か
わ

ら
ず
価
格
が
変
動
し
な
い
公
定
価
格
と
し
て
統
制
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
保

険
外
利
用
の
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
市
場
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
公

定
価
格
の
ま
ま
そ
の
一
〇
割
負
担
を
利
用
者
に
要
求
す
る
か
、
そ
れ
よ
り
低

価
格
に
す
る
か
は
、
事
業
者
の
裁
量
次
第
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
家
事
労
働
論
争
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た「
家
事
労
働
の
値
段
」に

つ
い
て
の
議
論
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。「
家
事
労
働
の
値
段
」に
つ
い
て
は
、

北
京
女
性
会
議
の
行
動
綱
領
を
受
け
て
、
経
済
企
画
庁﹇1997

﹈が
試
算
し
た

デ
ー
タ
が
あ
る
。
家
事
は
定
義
上
、「
世
帯
内
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
、
生
存

の
維
持
の
た
め
に
不
可
欠
な
、
第
三
者
に
移
転
可
能
な
労
働
」の
こ
と
だ
か

ら
、
こ
れ
が「
不
払
い
労
働
」で
あ
る
場
合
に
そ
の
貨
幣
価
値
を
算
定
す
る
方

法
に
は
、
次
の
二
方
式
に
よ
る
計
三
種
類
が
あ
る
。

（
1
）機
会
費
用
法 O

pportunity C
ost Approach

（
2
）代
替
費
用
法 Replacem

ent C
ost Approach

　
　
（
2
‐
1
）ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト・ア
プ
ロ
ー
チ 

 
 

RC
-Specialist Approach

　
　
（
2
‐
2
）ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト・ア
プ
ロ
ー
チ 

ス
労
働
者
す
な
わ
ち
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
に
連
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
一
〇
割
負
担
な
ら
利
用
者
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
安
い
と
は
言
え
な
い

サ
ー
ビ
ス
価
格
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
提
供
し
て
い
る
労
働
者
の

賃
金
が
相
対
的
に
高
い
わ
け
で
は
な
く
、
実
態
は
ま
っ
た
く
そ
の
反
対
で
あ

る
。
あ
と
で
論
じ
る
が
、
多
く
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
水
準
は
、
単
身
者

の
生
計
を
ぎ
り
ぎ
り
維
持
す
る
程
度
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
こ
の
労
働
力
市
場
に
参
入
す
る
人
々
を
、
既
婚
女
性
か
若
年
単
身
者
、

そ
し
て
高
齢
年
金
生
活
者
に
制
限
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ケ
ア
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
の
値
段（
価
格
）は
、
ど
う
や
っ
て
決

ま
る
の
だ
ろ
う
?　
ケ
ア
に
値
段
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
ど
れ
だ
け
が
妥
当
な

の
だ
ろ
う
か
?

マ
ル
ク
ス
が
言
う
よ
う
に
、
ケ
ア
の
価
値

0

0

と
価
格

0

0

と
は
違
う
。
他
の
す
べ

て
の
財・
サ
ー
ビ
ス
と
同
様
、
ケ
ア
に
は「
使
用
価
値
」と「
交
換
価
値
」と
が

あ
り
、
前
者
に
は
個
別
性
／
固
有
性
が
あ
る
た
め
、
比
較
す
る
こ
と
も
交
換

す
る
こ
と
も
不
可
能
だ
が
、
後
者
は
貨
幣
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
社
会
的
な
価
値
が
他
の
財・サ
ー
ビ
ス
と
比
較
可
能
に
な
る
。
価
格
と

は
、
貨
幣
価
値
で
評
価
さ
れ
た
財・サ
ー
ビ
ス
の
交
換
価
値
の
こ
と
で
あ
る
。

介
護
保
険
の
も
と
で
は
、
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
値
段
は
、
公
定
価
格
に
よ
っ

て
統
制
さ
れ
て
い
る
。
一
時
間
あ
た
り
の
サ
ー
ビ
ス
、
身
体
介
護
四
〇
二
〇

円
、
生
活
援
助
二
〇
八
〇
円
の
価
格
は
何
を
根
拠
に
決
定
さ
れ
た
の
か
は
明

ケ
ア
の
値
段（
価
格
）

6
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う
。
こ
の
う
ち（
2
‐
1
）ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
炊
事
、
洗

濯
、
介
護
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
職
種
に
従
事
す
る
サ
ー
ビ
ス
労
働
者
か
ら

サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
場
合
の
価
格
、（
2
‐
2
）ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト・
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
家
政
婦
や
メ
イ
ド
な
ど
家
事
全
般
を
こ
な
す
家
事
労
働
者
の

サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
場
合
の
価
格
に
よ
る11

❖

。

以
上
の
三
種
類
の
方
法
で
貨
幣
価
値
換
算
し
た
男
女
別
の
無
償
労
働
評
価

額12

❖

が
表
1
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
の
デ
ー
タ
に
も
と
づ
く
算
定
結
果
は
O　
C

＞

R　
C
‐
S＞

R　
C
‐
G
の
順
番
に
価
値
が
低
く
な
る
。
ま
た
女
性
の
寄
与

率
は
八
五・
三
%
で
あ
り
、
男
女
合
計
し
た
無
償
労
働
の
対
G　
D　
P
比
は

二
一・六
%
と
な
る﹇
経
済
企
画
庁1997: 15

﹈。

こ
の
試
算
を
お
こ
な
っ
た
経
済
企
画
庁
は
、
女
性
一
人
あ
た
り
の
無
償
労

働
評
価
額
を
年
間
平
均
一
六
〇
万
円
、
専
業
主
婦
の
平
均
額
を
二
七
六
万
円

と
は
じ
き
だ
し
た
。
だ
が
、
こ
の
金
額
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
は
な
い
。
こ
の

経
済
企
画
庁
の
報
告
書
に
は「
あ
な
た
の
家
事
の
値
段
は
お
い
く
ら
で
す
か
」

 
 

RC
-G

eneralist Approach

こ
の
う
ち（
1
）機
会
費
用
法
と
は
、
家
事
労
働
の
価
値
を
、
そ
の
家
事
に

従
事
し
て
い
る
個
人
が
他
の
職
に
就
く
と
す
れ
ば
得
べ
か
り
し「
逸
失
賃
金

lost incom
e

」と
同
じ
だ
け
の
貨
幣
価
値
を
有
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
を

い
う
。
機
会
費
用
の
算
定
は
、
労
働
市
場
に
お
け
る
性
別
年
齢
別
の
平
均
賃

金
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
算
定
根
拠
の
持
つ
問
題
に
つ
い
て
は
あ
と
で
述
べ

よ
う
。

（
2
）代
替
費
用
法
と
は
、
も
し
特
定
の
家
事
労
働
と
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
市

場
で
商
品
と
し
て
購
入
し
た
場
合
の
価
格
を
も
っ
て
算
定
す
る
こ
と
を
い

表1　無償労働の男女別評価額（1991年）

［経済企画庁1997: 16］より作成

 単位：10億円

男性 女性 計
OC 14528 84330 98858
RC-S 9724 74303 84027
RC-G 7044 59684 66728

女性の構成比（OC）　85.3％

❖
11 

実
際
の
算
定
法
は
詳
細
に
わ
た
り
、
た
と
え
ば
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
場
合

で
も
、
介
護・看
護
の
専
門
職
に
比
べ
て
家
族
介
護
者
の
熟
練
度
や
専
門
性
が
劣
る
と
想
定
し
て
、

看
護
師
で
は
な
く
無
資
格
の「
看
護
助
手
」の
賃
金
水
準
を
当
て
る
な
ど
、
細
か
い
基
準
が
あ
る
。

炊
事
の
場
合
も
、
専
門
調
理
師
と
の
生
産
性
格
差
を
前
提
と
し
て
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
な
か
で

も「
調
理
師
見
習
い
」を
該
当
さ
せ
る
な
ど
、
家
事
従
事
者
の
専
門
性
や
熟
練
度
は
低
く
見
積
も
ら

れ
て
い
る
。

❖
12 

わ
た
し
を
含
む
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
者
は
一
般
に「
不
払
い
労
働
」を
使
う
が
、
日
本
政
府
は

「
無
償
労
働
」の
訳
語
を
採
用
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
原
語
はunpaid w

ork 

で
あ
る
。
引
用
に
際

し
て
出
典
に
準
じ
る
場
合
に
は「
無
償
労
働
」の
用
語
を
本
書
で
も
採
用
す
る
。
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「
経
済
合
理
性
」で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
計
算
方
法
に
は
根
本
的
な
欠
陥
が
あ
る
。
そ
れ
は
機
会
費

用
を「
性
別
年
齢
別
平
均
賃
金
」で
算
出
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し

て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
男
性
の
平
均
賃
金
の
ほ
う
が
女
性
の
平
均
賃
金
よ
り

高
い
か
ら
、
男
性
の
機
会
費
用
が
女
性
よ
り
高
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

そ
の
結
果
生
じ
る
の
は
、
同
じ
家
事
を
一
時
間
し
て
も
男
性
の
評
価
額
の
ほ

う
が
女
性
よ
り
高
く
な
り
、
結
果
と
し
て
寄
与
率
も
高
く
な
る
と
い
う
詐
術

と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
デ
ー
タ
の
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
。
同
じ
九
一
年
の
生
活

時
間
調
査
を
も
と
に
、
男
性
の
平
均
家
事
時
間（
二
四
分
）を
女
性
の
家
事
時

間（
三・五
二
時
間
）と
合
計
し
て
時
間
に
よ
る
寄
与
率
を
計
算
す
る
と
九・
三
%

だ
か
ら
、
時
間
寄
与
率
と
貨
幣
評
価
に
よ
る
寄
与
率（
二
五・
三
%
）と
は
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
な
い
。
こ
う
い
う
結
果
が
出
る
の
は
、
男
性
の
平
均
賃
金
が
高

い
か
ら
で
あ
り
、
貨
幣
価
値
に
よ
る
評
価
が
高
い
に
し
て
も
、
男
性
に
よ
る

家
事
労
働
の
ほ
う
が
熟
練
度
や
生
産
性
が
高
い
こ
と
を
少
し
も
意
味
し
な
い

（
実
際
は
し
ば
し
ば
そ
の
逆
で
あ
ろ
う15

❖

）。
も
し
時
間
と
い
う
資
源
が
す
べ
て
の
男
女

に
平
等
に
分
け
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
世
帯
内
で
生
活
を
維
持
す
る

た
め
に
不
可
欠
な
労
働
を
女
性
が
担
っ
て
も
男
性
が
担
っ
て
も
同
じ
価
値
が

あ
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
機
会
費
用
換
算
の
根
拠
を
、

男
女
別
で
は
な
く
、
全
労
働
者
の
平
均
賃
金
で
算
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

も
し
そ
う
す
れ
ば
、
O　
C
法
と
R　
C
法
の
差
は
ま
す
ま
す
き
わ
だ
つ
だ
ろ
う

か
ら
、
家
事
に
関
連
す
る
仕
事
に
従
事
す
る
労
働
者
が
、
労
働
市
場
の
な
か

で
い
か
に
低
く
見
積
も
ら
れ
て
い
る
か
が
逆
に
あ
き
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
紛
ら
わ
し
い
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
が
、
も
と
も
と
算
出
し
た
値
段
を
、

国
家
や
企
業
や
夫
が
支
払
う
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
九
五
年
の

国
連
北
京
女
性
会
議
に
お
け
る
行
動
綱
領
を
受
け
て
、
女
性
の
不
払
い
労
働

を
国
民
計
算 SN

A
（System

 of N
ational Account

）の
サ
テ
ラ
イ
ト
勘
定
へ
含
め

る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た13

❖

。
七
〇
年
代
に
お
け
る
家
事
労
働
論
争

の「
家
事
労
働
に
賃
金
を
」と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
そ
の
も
の
が
、
実
現
可
能
性

を
持
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
世
帯
内
で
遂
行
さ
れ
る
女
性
の
無
償
の
労
働
に

社
会
的
関
心
を
集
め
る
た
め
の
戦
略
的
な
主
張
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
提
唱

者
自
ら
認
め
て
お
り
、
誰
が
誰
に
ど
れ
だ
け
ど
の
よ
う
に
支
払
う
か
に
つ
い

て
の
す
べ
て
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い
ず
れ
も
実
現
の
困
難
性
に
ぶ
つ

か
っ
て
い
る14

❖

。

こ
の
計
算
結
果
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
何
か
?

第
一
に
、
家
事
労
働
を
市
場
に
外
注
し
て
第
三
者
に
代
替
し
た
ほ
う
が
、

女
性
の
機
会
費
用
よ
り
安
く
つ
く
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
経
済
学
で
は
、

一
般
に
機
会
費
用
が
代
替
費
用
よ
り
低
け
れ
ば
女
性
は
家
に
と
ど
ま
り
、
逆

に
機
会
費
用
が
代
替
費
用
よ
り
高
け
れ
ば
女
性
は
外
へ
働
き
に
出
る
傾
向
が

あ
る
と
さ
れ
る
。
機
会
費
用
の
算
定
根
拠
は
同
一
年
齢
の
女
性
の
平
均
賃
金

だ
か
ら
、
女
性
の
賃
金
上
昇
に
と
も
な
っ
て
女
性
の
就
労
率
が
高
ま
る
傾
向

が
あ
る
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
た
と
え
家
事
が
市
場
化
し
て
も
、
家
事
労
働

者
は
女
性
の
平
均
賃
金
を
下
回
る
低
賃
金
労
働
者
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
言
え
る
の
は
、
女
性
は
家
事
を
第
三
者
に
委
ね
て
働
き

に
出
た
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
、
た
だ
し
家
事
労
働
以
外
の
分
野
で
、
と
い
う
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育
児
に
限
っ
て
み
れ
ば
機
会
費
用
の
低
い
年
齢（
二
〇
代
前
半
）で
母
親
に
な
っ

た
ら
子
ど
も
を
預
け
て
働
く
よ
り
育
児
に
専
従
し
た
ほ
う
が
有
利
で
あ
り
、

そ
の
後
三
九
歳
ま
で
は
そ
の
逆
だ
が
、
四
〇
代
以
降
機
会
費
用
は
低
下
の
一

途
を
た
ど
る
か
ら
、
就
労
の
イ
ン 

セ
ン
テ
ィ
ブ
は
低
下
す
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
介
護
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
年
齢
別
の
変
化
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
介
護
労
働
に
つ
い
て
は
機
会
費
用
と
代
替
費
用
と
が
ほ
と

経
企
庁
の
レ
ポ
ー
ト
は
も
う
ひ
と
つ
、
O　
C
法
と
R　
C
‐
S
法
と
の
評
価

額
の
差
に
つ
い
て
興
味
深
い
デ
ー
タ
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
図
5
で
あ
る
。

こ
の
グ
ラ
フ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
家
事
、
育
児
、
介
護
を
三
つ
の
サ
ブ
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
分
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
家
事
の
代
替
費

用
が
も
っ
と
も
安
く
、
介
護
が
次
に
、
育
児
が
そ
の
次
に
く
る
。
こ
の
グ
ラ

フ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
機
会
費
用
の
高
い
年
齢（
二
五
―
三
九
歳
）の
あ
い
だ

は
家
事
を
外
注
し
て
働
き
に
出
た
ほ
う
が
経
済
的
に
は
有
利
で
あ
る
こ
と
、

図5　OC法による評価額とRC-S法による評価額との差

［経済企画庁1997: 26］
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❖
13 「
不
払
い
労
働
の
経
済
評
価
」が
い
か
に
理
解
を
得
に
く
か
っ
た
か
は
、
国
連
の
行
動
綱
領

の
の
ち
も
、
そ
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
し
た
が
う
こ
と
を
多
く
の
発
展
途
上
国
が
し
ぶ
っ
た
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
。
発
展
途
上
国
で
は
世
帯
内
の
無
償
労
働
の
比
率
が
高
く
、
そ
れ
が
G　
D　
P
に
加
算
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
経
済
の
規
模
が
見
か
け
上
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
国
連
分
担
金
の
拠

出
額
が
増
え
る
こ
と
を
怖
れ
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
は
国
連
が
求
め
た
の
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
勘
定

と
い
う
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ア
ル
な
数
値
で
あ
り（
そ
の
結
果
は
、
国
連
人
間
開
発
レ
ポ
ー
ト
に
反
映
さ

れ
て
い
る
）、
本
体
の
G　
D　
P
に
は
影
響
し
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
経
済
企
画
庁
の
報
告
書
で
も
、

家
事
労
働
の
評
価
額
の
対
G　
D　
P
比
が
問
題
に
な
る
。

❖
14  

立
岩
真
也﹇2006

﹈は「
家
族・性・市
場
」と
い
う『
現
代
思
想
』上
の
連
載
の
な
か
で
、「
不
払

い
労
働
」論
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、「
不
払
い
労
働
」論
が
、
夫
や
企
業
か
ら
の
支
払
い

を
求
め
る
議
論
で
は
な
い

0

0

こ
と
は
、
す
で
に
家
事
労
働
論
争
の
な
か
で
結
論
が
出
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
目
的
と
す
る
の
は
、「
支
払
い
労
働
」と
の（
交
換
）価
値
の
比
較
可

能
性
と
い
う
課
題
に（
限
界
の
あ
る
、
し
か
も
不
十
分
な
や
り
方
で
）応
え
る
こ
と
で
あ
る
。

❖
15 
同
じ
奇
妙
な
結
果
は
、
U　
N　
D　
P
の
報
告
書﹇U

N
D

P 1995

﹈に
も
見
ら
れ
る
。
無
償
労
働

の
対
G　
D　
P
比
を
国
際
比
較
し
て
み
る
と
、
先
進
国
の
男
性
の
寄
与
率
が
不
釣
り
合
い
に
大
き
い

傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
単
位
時
間
に
対
し
て
、
先
進
国
男
性
の
機
会
費
用
す
な
わ
ち

平
均
賃
金
が
高
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
同
じ
よ
う
に
家
事
を
分
担
し
て
い
て
も
、
発

展
途
上
国
の
男
性
よ
り
先
進
国
男
性
の
家
事
労
働
の
経
済
評
価
が
高
く
、
ま
た
同
じ
国
な
ら
女
性

よ
り
男
性
の
家
事
の
ほ
う
が
、
た
と
え
非
熟
練
で
あ
っ
て
も
、
経
済
評
価
が
高
い
こ
と
に
な
る
の
だ
。
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を
持
た
な
い
人
々
に
と
っ
て
、
参
入
障
壁
の
低
い
部
門
で
あ
る17

❖

。

（
2
）女
性
の
占
め
る
比
率
が
い
ち
じ
る
し
く
高
い
こ
と
は
、
だ
が
上
記
の

よ
う
な
理
由
だ
け
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。
ケ
ア
労
働
は
、
家
族
と
市
場
の

い
ず
れ
の
領
域
に
お
い
て
も
、
い
ち
じ
る
し
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
る

が
、
ケ
ア
が「
女
性
向
き
」の
職
業
だ
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
、
こ
れ
ら
の
女
性
が
就
労
を
求
め
な
が
ら
他
に
選
択
肢
が
得
ら
れ
な
い
こ

と
の
反
映
で
も
あ
る
。

こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
は
、
し
ば
し
ば
労
働
力
の
非
正
規
化
を
と
も
な
っ
て

い
る
。
女
性
向
き
の
仕
事
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
ケ
ア
ワ
ー
ク
は
周
辺
化

さ
れ
、
周
辺
化
さ
れ
る
か
ら
女
性
の
参
入
が
増
え
る
、
と
い
う
悪
循
環
が
こ

こ
に
は
あ
る
。
事
実
、
非
正
規
雇
用
の
登
録
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
平
均
月
収

が
三
万
円
か
ら
五
万
円
の
水
準
に
あ
る
と
い
う
現
実
は
、
家
計
支
持
者
が
他

に
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
家
計
補
助
収
入
を
求
め
る
既
婚

女
性
か
、
自
活
を
し
な
い
で
す
む
パ
ラ
サ
イ
ト・シ
ン
グ
ル
、
年
金
を
あ
て

に
で
き
る
高
齢
者
し
か
、
こ
の
労
働
市
場
に
は
参
入
で
き
な
く
な
る
。

（
3
）非
営
利
組
織
の
比
重
が
高
い
こ
と
は
、
一
方
で
の
ぞ
ま
し
い
こ
と
で

も
あ
る
が
、
他
方
で
営
利
企
業
に
と
っ
て
は
利
益
率
の
低
い
う
ま
み
の
少
な

い
産
業
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
介
護
事
業
は
、
原
価
の
大
半
を
人
件

費
が
占
め
る
た
め
、
利
益
を
上
げ
よ
う
と
思
え
ば
人
件
費
の
抑
制
の
ほ
か
に

手
段
が
な
い
。
し
か
も
、
対
人
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
、
規
模
の
メ
リ
ッ
ト
が

働
か
な
い
。
非
営
利
事
業
体
の
参
入
は
、
理
念
や
志
こ
こ
ろ
ざ
しに
も
か
か
わ
ら
ず
、

ケ
ア
の
値
段
を
引
き
下
げ
る
方
向
へ
働
い
て
き
た
。

ん
ど
変
わ
ら
な
い
均
衡
点
に
あ
る
、
つ
ま
り
介
護
を
外
注
す
る
メ
リ
ッ
ト
が

経
済
的
に
は
少
な
い
こ
と
を
意
味
す
る16

❖

。

ケ
ア
は
他
の
サ
ー
ビ
ス
と
同
様
、
市
場
に
置
か
れ
れ
ば
商
品
と
な
る
。

サ
ー
ビ
ス
商
品
と
は
一
般
的
な
商
品
と
ち
が
っ
て
、
特
殊
な
性
格
を
も
っ
た

商
品
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
は
ニ
ー
ズ
が
発
生
す
る
そ
の
時・そ
の
場
で
同
時

に
生
産・消
費
さ
れ
る
ほ
か
な
い
た
め
に
、
受
け
手
と
与
え
手
が
、
時
間
と

空
間
を
共
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
他
の
商
品
の
よ
う
に

在
庫
調
整
や
出
荷
調
整
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
そ
の
た
め
に
、

他
の
商
品
の
よ
う
に
生
産
拠
点
の
国
外
移
転
の
よ
う
な
戦
略
を
採
用
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
は
、
製
造
業
が
生
産

拠
点
を
海
外
に
移
転
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
に
対
し
、
ケ
ア
産
業
で
は
ニ
ー

ズ
の
発
生
す
る
地
域
へ
の
労
働
力
の
国
際
移
動
を
と
も
な
う
結
果
に
な
る
。

 

広
井
良
典
に
よ
れ
ば
、
産
業
と
し
て
の
ケ
ア
は
、
供
給
の
面
か
ら
み
て
、

以
下
の
よ
う
な
特
性
を
持
っ
て
い
る
。（
1
）労
働
集
約
的
で
あ
る
こ
と
、（
2
）

女
性
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
、（
3
）非
営
利
組
織
の
比
重
が
大
き
い
こ
と

﹇ 

広
井1997: 141

﹈、
こ
れ
に
加
え
て
、
日
本
以
外
の
先
進
諸
国
で
は
、（
4
）外

国
人
労
働
者
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
、
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
1
）労
働
集
約
的
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
資
本
集
約
型
や
知
識
集
約
型
の

産
業
と
違
っ
て
、
初
期
投
資（
資
本
）も
、
特
別
な
資
格
や
ノ
ウ
ハ
ウ（
知
識
）も

要
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
ケ
ア
産
業
は
、
特
別
な
社
会
資
源

ケ
ア
と
は
ど
ん
な
商
品
か

7
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輸
出
国
」か
ら
の
国
際
圧
力
も
増
大
し
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
排
外

主
義
、
経
済
格
差
や
人
種
差
別
な
ど
に
と
も
な
う
社
会
的
コ
ス
ト
へ
の
配
慮

を
除
け
ば
、
日
本
が
外
国
人
労
働
者
の
導
入
を
制
限
す
る
政
策
に
も
限
界
が

来
て
い
る
。
ケ
ア
の
労
働
市
場
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
労
働
力
予
備
軍
の
参
入
が

想
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
水
準
が
上
昇
す
る
客
観
的

な
条
件
は
当
分
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
ケ
ア
労

働
市
場
に
対
す
る
効
果
は
、
17
章
で
詳
述
し
よ
う
。

以
上
の
条
件
は
す
べ
て
、
そ
の
ま
ま
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
不
安
定
雇
用
や
低

賃
金
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
施
設
系
の
フ
ル
タ
イ
ム
ワ
ー
カ
ー
で
す
ら
、
他

業
種
に
比
べ
る
と
低
賃
金
に
と
ど
ま
る
。
平
均
し
て
週
二
回
、
三
日
に
一
回

程
度
の
夜
勤
を
こ
な
し
、
長
時
間
労
働
と
重
い
責
任
に
耐
え
る
対
価
に
し
て

は
、
同
じ
よ
う
な
条
件
下
に
あ
る
他
の
医
療
系
の
職
等
と
比
べ
て
も
い
ち
じ

る
し
く
低
い
。
そ
の
結
果
は
、
介
護
職
の
高
い
離
職
率
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

る
。
介
護
労
働
市
場
を
め
ぐ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
労
働
崩

壊
こ
と
人
材
不
足
だ
が
、
そ
の
不
足
は
、
た
ん
に
少
子
高
齢
化
に
よ
る
労
働

力
供
給
の
絶
対
的
縮
小
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
看
護
師
不
足
と
同
じ
く
、

人
為
的
に「
つ
く
ら
れ
た
不
足
」で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る18

❖

。

こ
う
し
た「
労
働
力
不
足
」の
解
消
の
解
決
策
は
実
は
容
易
で
あ
る
。
労
働

条
件
を
向
上
し
、
賃
金
水
準
を
上
げ
さ
え
す
れ
ば
、
労
働
力
の
移
動
が
起
き

る
だ
ろ
う
。
医
師
の
労
働
条
件
が
ど
ん
な
に
過
酷
で
も
参
入
者
が
絶
え
な
い

の
は
、
医
師
の
社
会
的
地
位
と
報
酬
と
が
そ
れ
に
見
合
う
ほ
ど
高
い
か
ら
で

あ
る
。

だ
が
、
人
口
減
に
転
じ
た
日
本
の
将
来
の
労
働
力
需
給
が
楽
観
で
き
な
い

こ
と
は
、
誰
で
も
予
想
で
き
る
。
そ
の
労
働
力
不
足
に
対
し
て
、
日
本
が
現

在
採
用
し
て
い
な
い
切
り
札
が
あ
る
こ
と
を
、
使
用
者
側
は
も
と
よ
り
、
政

府
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
が（
4
）外
国
人
労
働
者
の
導
入
で
あ
る
。

国
際
経
済
格
差
を
背
景
に
、
低
賃
金
で
就
労
す
る
外
国
人
労
働
者
の
存
在
が
、

欧
米「
福
祉
先
進
国
」を
支
え
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
常
識
と
な
っ
て
お
り
、

家
事・介
護
労
働
者
の
門
戸
を
開
く
よ
う
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
よ
う
な「
労
働
力

❖
16 

一
九
九
七
年
に
は
介
護
費
用
は
、
他
の
家
事
労
働
サ
ー
ビ
ス
に
比
べ
て
、
市
場
に
代
替
し

て
も
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
程
度
に
高
価
だ
っ
た
、
と
言
え
る
が
、
介
護
保
険
で
利
用
者
一
割
負
担
が

導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、
コ
ス
ト
意
識
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。

❖
17 

と
り
わ
け
、
女
性
は
、
育
児
や
介
護
の
経
験
が
そ
の
ま
ま
ノ
ウ
ハ
ウ
と
結
び
つ
く
た
め
、

介
護
系
の
市
民
事
業
体
に
は
女
性
を
担
い
手
と
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
は
、

み
ず
か
ら
の
介
護
経
験
か
ら
、
他
者
の
介
護
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
い
と
い
う
動
機
付
け
を
持
っ
て
い

る
。
わ
た
し
自
身
の
調
査
か
ら
も
、
調
査
対
象
の
在
宅
介
護
ヘ
ル
パ
ー
の
多
く
に
介
護
経
験
が
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
介
護
経
験
に
悔
い
を
持
っ
て
お
り
、
要
介
護
者
支
援
と
介
護
者
支
援
と
に

「
人
助
け
」と
い
う
高
い
動
機
付
け
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る﹇
上
野・ 肥
口2000

﹈。

❖
18 
看
護
師「
問
題
」と
同
じ
く
、
介
護
労
働
市
場
に
お
い
て
も
、
有
資
格
者
が
就
労
せ
ず
休
眠

状
態
に
な
る
傾
向
が
起
き
て
い
る
。
一
時
あ
れ
ほ
ど
不
足
が
さ
わ
が
れ
た
介
護
支
援
専
門
員（
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
傾
向
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
む
ず
か
し
い
専
門
資

格
試
験
に
合
格
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仕
事
の
負
担
と
賃
金
水
準
と
が
見
合
わ
な
い
た
め
に
、

せ
っ
か
く
の
資
格
を
生
か
さ
な
い
人
々
が
い
る
の
は
、
構
造
的
な「
看
護
師
不
足
」と
同
じ
で
あ
る
。

介
護
福
祉
士
有
資
格
者
の
活
性
化
率
は
、
約
五
〇
%
に
す
ぎ
な
い
。
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w
ork

」と
区
別
し
、「
感
情
作
業
」と「
感
情
管
理
」と
を「
私
的
文
脈
に
お
け

る
同
種
の
行
為
を
意
味
す
る
も
の
」と
定
義
し
た
う
え
で
、「
そ
れ
ら
は〈
使

用
価
値
〉を
有
す
る
」と
い
う
。
こ
の
区
別
は
同
じ
よ
う
な
感
情
の
統
制・管

理
を
、
公
的
文
脈
／
私
的
文
脈
、
交
換
価
値
／
使
用
価
値
の
二
元
図
式
の
も

と
で
下
位
区
分
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
を「
支
払
い
労
働
」と
す
る
な
ら
後

者
を「
不
払
い
労
働
」と
お
き
か
え
て
も
よ
い
。
こ
の
点
を
付
け
加
え
れ
ば
、

彼
女
の
感
情
労
働
の
第
三
の
含
意
は
、
感
情
労
働
に
は「
支
払
い
労
働
」と

「
不
払
い
労
働
」の
二
種
類
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る19

❖

。

感
情
労
働
は
、
そ
れ
が「
交
換
価
値
」を
持
ち
、
正
当
に
支
払
わ
れ
て
い
る

限
り
、
抑
圧
で
も
疎
外
で
も
な
い
。 

ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
が
推
定
す
る
よ
う
に

「
現
在
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
の
三
分
の
一
が
、
実
質
的
に
彼
ら
に
感
情
労
働

を
要
求
す
る
よ
う
な
仕
事
に
就
い
て
い
る
。
さ
ら
に
働
く
女
性
の
う
ち
約
二

分
の
一
が
、
感
情
労
働
を
必
要
と
す
る
仕
事
に
就
い
て
い
る
」（
こ
の
推
計
の
根

拠
は
あ
き
ら
か
で
な
い
）と
さ
れ
る
が
、
彼
女
が
例
に
あ
げ
る
典
型
的
な
感
情
労

働
者
の
ひ
と
つ
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
こ
と
フ
ラ
イ
ト
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
は
、
ほ

ほ
え
み
や
な
だ
め
の
よ
う
な
感
情
労
働
に
対
し
て
、
他
の
平
均
的
な
女
性
労

働
者
の
賃
金
以
上
に「
支
払
わ
れ
て
」い
る20

❖

。
感
情
労
働
か
ら
く
る
感
情
麻
痺

の
よ
う
な「
労
働
疎
外
」も
、
キ
ー
パ
ン
チ
ャ
ー
が
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
き
続
け

て
頸
腕
症
候
群
に
陥
る
の
と
同
じ
よ
う
な
一
種
の
職
業
病
や
労
働
災
害
と
い

う
べ
き
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
労
働
者
に
も
職
業
へ
の
過
剰
同
一
化
は
起
こ
り
う

る
。
教
師
も
ま
た
感
情
労
働
者
の
一
種
だ
が
、
職
業
が
人
格
化
し
て「
家
庭

で
も
教
師
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
」人
を
、「
労
働
疎
外
」と
呼
ば
な
い
と
し
た

ケ
ア
が
他
の
労
働
と
ち
が
っ
て
持
つ
固
有
性
を
、
感
情
労
働
と
い
う
概
念

で
説
明
す
る
人
々
が
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
検
討
し
て
お
こ
う
。

「
感
情
労
働em

otional labor

」と
は
、
社
会
学
者
の
ア
ー
リ
ー・ ホ
ッ
ク

シ
ー
ル
ド
が
造
語
し
た
概
念
で
あ
る
。
感
情
労
働
と
は 

ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
に

よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。「
公
的
に
観
察
可
能
な
表
情
と
身
体
的

表
現
を
作
る
た
め
に
行
う
感
情
の
管
理
」で
あ
り
、「
賃
金
と
引
き
換
え
に
売

ら
れ
、
し
た
が
っ
て〈
交
換
価
値
〉を
有
す
る
」﹇H

ockshield 1983=2000: 7

﹈。

「
感
情
労
働
」の
概
念
の
含
意
は
、
以
下
の
ふ
た
つ
に
あ
る
。
第
一
は
、
感

情
が
社
会
的
構
築
物
で
あ
る
こ
と
、
第
二
は
感
情
も
ま
た
労
働
で
あ
り
う
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
交
換
可
能
な
価
値
を
持
つ
こ
と
で
あ

る
。
感
情
が
社
会
的
構
築
物
で
あ
る
こ
と
は
、 

ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
だ
け
の
発

見
で
は
な
い
。
人
類
学
や
比
較
文
化
論
は
、
喜
怒
哀
楽
の
感
情
の
み
な
ら
ず
、

色
覚
や
痛
覚
の
よ
う
な
感
覚
に
至
る
ま
で
文
化
と
社
会
の
構
築
物
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
き
た
し
、
し
た
が
っ
て
、
感
情
が
社
会
学
的
考
察
の
対
象
に
な

る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
だ
が
、
第
二
の
、
感
情
が
労
働
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
の
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
感
情
労
働
の
概
念
は
、
成
立

と
同
時
に
多
く
の
研
究
者
に
影
響
を
与
え
た
。
日
本
で
も 

武
井
麻
子﹇2001

﹈

や 

崎
山
治
男﹇2005

﹈が
こ
の
概
念
を
看
護
師
労
働
に
、 

春
日
キ
ス
ヨ﹇2003

﹈や

 

渋
谷
望﹇2003

﹈が
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
適
用
し
た
研
究
が
あ
る
。

 

ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
は
上
述
の「
感
情
労
働
」を
、「
感
情
作
業em

otional 

ケ
ア
ワ
ー
ク
と
感
情
労
働

8
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看
護
師
労
働
の「
感
情
労
働
」と
し
て
の
特
質
に
よ
る
と
説
明
す
る
。
看
護
師

に
求
め
ら
れ
る
感
情
規
則
、
す
な
わ
ち「
そ
の
職
業
に
ふ
さ
わ
し
い
適
切
な

感
情
の
表
出
と
、
不
適
切
な
感
情
の
抑
制
」﹇ 

武
井2001: 40

﹈に
は
、
以
下
の
よ

う
な
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
が
含
ま
れ
る
。「
患
者
に
は
優
し
く
親
切
に
」、「
患

者
に
対
し
て
個
人
的
な
感
情
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
」、「
患
者
に
対
し
て

怒
っ
て
は
な
ら
な
い
」、「
泣
い
た
り
取
り
乱
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
」、

さ
ら
に
は「
患
者
さ
ま
に
何
を
言
わ
れ
て
も
、
決
し
て
言
い
返
し
て
は
い

け
ま
せ
ん
」﹇ 

武
井2001: 42-43

﹈な
ど
。
そ
の
よ
う
な
、
と
き
に
は
無
体
な
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
感
情
規
則
の
も
と
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
感
情
労
働
を

継
続
し
た
コ
ス
ト
は
、
彼
女
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
の
み
な
ら
ず
、
自

己
欺
瞞
、
抑
鬱
、
嗜
癖
、
感
情
麻
痺
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
等
々
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
聞
け
ば
、
看
護
師
労
働
が
そ
れ
ほ
ど
疎
外
さ
れ
た
労
働

ら
、
ほ
ほ
え
み
が
は
り
つ
い
た
フ
ラ
イ
ト
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
を
同
じ
よ
う
に

呼
ぶ
理
由
は
な
い
。
感
情
労
働
者
に
は
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー（
文
字
ど
お
り「
こ
こ
ろ

の
専
門
家
」）や
バ
ー
の
ホ
ス
テ
ス
も
含
ま
れ
る
が
、
彼
ら
の
労
働
に
対
し
て
は

高
い
賃
金
が「
支
払
わ
れ
」て
い
る
。
感
情
労
働
を
天
職
と
し
て
志
す
人
も
い

る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
が
市
場
で
高
い「
交
換
価
値
」を
持
つ
こ
と
も
あ

り
う
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が（
1
）職
業
と
し
て
選
択
可
能
で
、（
2
）正
当
な

報
酬
と
、（
3
）そ
れ
に
見
合
っ
た
社
会
的
評
価
と
を
と
も
な
う
か
ぎ
り
、
あ

る
労
働
が「
感
情
労
働
」で
あ
る
こ
と
自
体
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

わ
た
し
の
問
い
は
、「
感
情
労
働
」と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
論

者
が
説
明
し
た
い
と
思
う
対
象
の
、（
そ
れ
な
し
に
は
説
明
で
き
な
い
）何
が
説
明
可

能
に
な
る
か
?　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
裏
面
に
は
、
同
じ
概
念
を
導

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
危
険
が
生
じ
る
か
、
と
い
う
問
い
を

と
も
な
っ
て
い
る
。

自
ら
も
看
護
師
で
あ
る 

武
井
麻
子
は
、
日
本
で
は
い
ち
は
や
く「
感
情
労

働
」と
い
う
概
念
を
看
護
職
に
適
用
し
た
ひ
と
り
で
あ
る21

❖

。 

武
井
は
、
看
護

職
を
医
療
職
か
ら
分
か
つ
も
の
が「
感
情
労
働
」で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
以

前
か
ら
看
護
学
に
は
、
キ
ュ
ア（
治
療
）と
ケ
ア（
看
護
／
介
護
）と
を
区
別
し
、
医

療
に
対
し
て
看
護
に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
独
自
の
専
門
性
を
認
め
る
論
調
が

あ
っ
た
。
看
護
が
ケ
ア
を
専
門
と
す
る
職
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

看
護
労
働
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
議
論
は
、
す
べ
て
介
護
労
働
に
つ
い
て
も

あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る22

❖

。

 

武
井
は
、
看
護
師
に
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
が

❖
19 

介
護
し
て
い
る
高
齢
の
親
に
疲
れ
た
顔
を
見
せ
な
い
よ
う
に
努
め
る
娘
や
、
が
ん
告
知
を

伏
せ
た
夫
に
つ
と
め
て
明
る
く
ふ
る
ま
う
妻
な
ど
は
、
こ
の
種
の
私
的
な
不
払
い
の
感
情
労
働

（ 

ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
の
用
語
で
は
、
感
情
作
業
）を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

❖
20  

ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
は
あ
か
ら
さ
ま
に
は
言
わ
な
い
が
、
フ
ラ
イ
ト
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
は
暗
黙

裡
に
容
貌
や
容
姿
に
対
し
て
も「
支
払
わ
れ
て
い
る
」と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
職
業
の
志
望
者
た
ち

が
、
エ
ス
テ
や
シ
ェ
イ
プ
ア
ッ
プ
に
自
己
投
資
す
る
の
は
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

❖
21  
武
井
は「
看
護
婦
」と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
本
書
で
は
今
日
の
用
語
法
に
し
た

が
っ
て「
看
護
師
」を
採
用
す
る
。

❖
22 

こ
こ
で
の
わ
た
し
の
課
題
は
、
看
護
労
働
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
は
な
く
、
看
護
労
働
論

を
参
照
し
な
が
ら
、
介
護
労
働
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
ケ

ア
ワ
ー
カ
ー
に「
感
情
労
働
」を
適
用
し
た
先
行
研
究
は
、 

春
日
や 

渋
谷
を
除
い
て（
あ
と
で
検
討

す
る
）、
ま
だ
多
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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き
た
看
護
師
の
職
能
を「
感
情
労
働
」と
呼
び
か
え
る
こ
と
で
、
正
当
に
評
価

さ
れ
報
酬
を
支
払
わ
れ
る
べ
き
専
門
的
な
労
働
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が

で
き
る
。 

武
井
と
同
じ
く
看
護
職
を「
感
情
労
働
」と
見
な
し
た 

崎
山
は
、
医

師
と
看
護
師
に
求
め
ら
れ
る
患
者
と
の
葛
藤
回
避
の
方
法
の
違
い
を
、
以
下

の
よ
う
に
説
明
す
る
。

医
師
は
、
診
断
を
優
先
さ
せ
、
患
者
と
の
距
離
化
を
図
る「
合
理
性
」

を
よ
り
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
葛
藤
を
回
避
す
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
。
他
方
、
看
護
職
の
場
合
に
は
、
複
雑
な
感
情
管
理
を
行
う
こ
と

で
、
個
別
の
患
者
へ
の
配
慮
を
行
い
、
自
身
と
患
者
の「
感
情
性
」に
対

処
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

﹇ 

崎
山2005: 125

﹈

こ
の
区
別
の
な
か
に
あ
る
の
は
、
合
理
性
／
感
情
性
、
客
観
性
／
個
別
性

の
よ
う
な
二
項
対
立
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
看
護
職
の
医
師
に
対
す

る
差
別
化
は
、
い
っ
た
い
何
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

感
情
労
働
は
、
看
護
師
に
医
療
職
と
し
て
の
専
門
性
以
外
の「
付
加
価
値
」

を
与
え
て
い
る
の
か
?　
も
し
そ
う
だ
と
し
て
、
そ
の「
付
加
価
値
」に
対
し

て
、
看
護
師
は
対
価
を
支
払
わ
れ
て
い
る
の
か
?　
そ
れ
と
も
不
当
に
支
払

わ
れ
て
い
な
い
の
か
?　
看
護
師
の
高
学
歴
化
と
高
度
の
専
門
化
は
、
感
情

労
働
を（
医
師
な
み
に
）不
要
に
す
る
の
か
?　
医
療
現
場
の
ハ
イ
ラ
ー
キ
ー
の

も
と
で
、
看
護
師
の
感
情
労
働
の
コ
ス
ト
の
し
わ
よ
せ
は
、
ど
こ
へ
行
く
の

か
?　
弱
者
と
し
て
の
物
言
わ
ぬ
患
者
か
、
そ
れ
と
も
よ
り
地
位
の
低
い
准

な
の
か
、
と
疑
い
た
く
な
る
が
、
他
方
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
感
情
労
働
の
コ

ス
ト
を
支
払
っ
て
看
護
師
が
得
る
も
の
は
何
か
?　
と
い
う
問
い
も
成
り
立

つ
。
看
護
職
の
感
情
労
働
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
で
、 

武
井
が
獲

得
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
?

そ
の
答
は
、
医
師
に
対
す
る
看
護
職
の
固
有
性・専
門
性
の
自
己
主
張（
医

者
に
は
で
き
な
い
ケ
ア
を
看
護
師
は
担
う
）に
よ
っ
て
、
医
療
職
ハ
イ
ラ
ー
キ
ー
の
な

か
で
の
相
対
的
な
劣
位
の
挽
回
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
看
護

師
は
長
い
間
、
医
師
と
の
権
力
関
係
の
も
と
で
劣
位
に
置
か
れ
て
き
た
。
医

事
法
に
い
う
通
り
、
看
護
師
は「
医
者
の
指
示
の
も
と
で
」治
療
を
お
こ
な
う
、

と
い
う
文
言
は
、
彼（
女
）ら
の
職
業
的
自
立
を
妨
げ
、
医
師
に
従
属
す
る
地

位
に
お
い
て
き
た
。
そ
れ
に
教
育
歴
の
低
さ（
医
師
六
年
に
対
し
て
看
護
師
は
三
年

か
ら
四
年
）、
専
門
資
格
取
得
の
バ
イ
パ
ス
の
存
在（
准
看
護
師
資
格
）な
ど
が
と
も

な
っ
て
、
医
師
と
看
護
師
と
の
あ
い
だ
の
い
ち
じ
る
し
い
社
会
的
地
位
と
賃

金
の
格
差
を
正
当
化
し
て
き
た
。
日
本
看
護
協
会
の
よ
う
な
看
護
師
集
団
の

職
業
的
利
益
は
こ
の
格
差
を
縮
小
す
る
こ
と
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
彼
ら

は（
1
）医
師
に
匹
敵
す
る
教
育
歴
を
め
ざ
し
て
看
護
学
士
や
修
士
資
格
と
い

う
高
学
歴
化
を
め
ざ
し
、（
2
）専
門
資
格
の
高
度
化
の
た
め
に
准
看
護
師
資

格
の
廃
止
を
求
め
て
き
た23

❖

。

と
こ
ろ
で
看
護
師
は
医
者
に
は
で
き
な
い
ケ
ア
を
担
当
す
る
感
情
労
働
者

で
あ
る
、
と
い
う
命
題
は
、
た
し
か
に
医
療
職
相
互
の
あ
い
だ
の「
境
界
の

定
義
」に
貢
献
し
、
専
門
職
の
あ
い
だ
の
職
能
分
担
と
看
護
師
の
専
門
性
の

確
立
に
資
す
る
。
ま
た「
気
働
き
」や「
愛
嬌
」な
ど
の
自
然
言
語
で
語
ら
れ
て
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間
の
職
業
上
の
序
列
は
、
そ
れ
と
は
べ
つ
の
理
由
で
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ

り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
は
べ
つ
の
方
法
で
解
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

同
じ
こ
と
は
、
介
護
職
に「
感
情
労
働
」を
持
ち
こ
ん
だ
場
合
に
も
言
え
な

い
だ
ろ
う
か
。 

春
日
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
へ
の
移
行
に
と
も
な
う
施
設
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
の
労
働
強
化
を
、「
感
情
労
働
」の
概
念
で
説
明
す
る
。
な
る
ほ

ど
、 

春
日
で
な
く
て
も
多
く
の
研
究
者
は
、
介
護
現
場
の
労
働
に
、 

ホ
ッ
ク

シ
ー
ル
ド
の「
感
情
労
働
」と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
い
と
い
う
誘
惑
に
駆
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
は
、
個
室
利
用
を
基
本
と
し
て
、
六
室
か

ら
八
室
を
一
単
位
と
し
て
共
同
室
を
設
け
、
集
団
ケ
ア
か
ら
個
別
ケ
ア
へ
の

流
れ
を
つ
く
り
だ
し
た
施
設
ケ
ア
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
高
齢
者
の

尊
厳
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
た
め
に
は
個
室
が
当
然
、
と
福
祉
先
進
国
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
日
本
に
持
ち
こ
み
、
そ
の
普
及
に
尽
力

し
た
の
は
建
築
家
の 

外
山
義﹇2003

﹈で
あ
っ
た
。
施
設
関
係
者
は
、
コ
ス
ト

が
か
か
る
だ
け
で
な
く
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
負
担
が
増
え
る
と
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア

へ
の
移
行
に
難
色
を
示
し
た
が
、 

外
山
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
多

床
室
の
集
団
ケ
ア
で
も
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
の
個
別
ケ
ア
で
も
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー

看
護
師
や
無
資
格
の
看
護
助
手
、
病
院
労
働
者
へ
か
?　
そ
し
て
看
護
師
が

感
情
労
働
者
な
ら
、
医
師
は
そ
う
で
な
く
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
?　
ま
た
同

じ
ケ
ア
の
担
い
手
で
あ
り
感
情
労
働
者
と
し
て
、
看
護
師
は
介
護
士
と
ど
う

差
別
化
す
る
の
か
?　
ま
と
め
て
言
え
ば
、
感
情
労
働
は
、
看
護
師
の
専
門

性
と
地
位
の
相
対
的
な
低
さ
に
対
抗
す
る
優
位
の
根
拠
と
な
る
の
か
?　
と

い
う
問
い
が
残
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
看
護
職
へ
の「
感
情
労
働
」の
概
念
の
導
入
は
、（
1
）

そ
れ
が
目
的
と
し
た
当
初
の
課
題
を
達
さ
な
い
ば
か
り
か（
感
情
労
働
を
導
入
し

て
も
医
師
―
看
護
師
間
の
格
差
は
解
消
さ
れ
な
い
）、（
2
）か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
効
果

を
も
た
ら
し（
感
情
労
働
の「
業
務
独
占
」に
よ
る
医
師
と
の
差
別
化
を
通
じ
て
、
医
師
を
感
情

労
働
か
ら
免
除
す
る
ば
か
り
か
、
看
護
師
を
医
師
と
同
じ
医
療
職
と
し
て
の
合
理
性
や
専
門
性
か
ら

遠
ざ
け
る
）、
し
た
が
っ
て（
3
）不
適
切
で
あ
る（
感
情
労
働
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て

も
看
護
師
の
職
務
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
概
念
、
ス
ト
レ
ス
や
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
等
に
代
わ
る
説
明
力

を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
。
概
念
の
認
識
利
得
に
比
べ
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
副
次
的
効
果
が
大
き

す
ぎ
る
）。
看
護
師
が
感
情
労
働
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
医
師
が
感
情

労
働
者
で
な
く
て
す
む
、
と
い
う
免
罪
の
た
め
に
使
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
広

い
意
味
で
は
医
療
職
全
体
が
、
感
情
労
働
を
と
も
な
う
対
人
サ
ー
ビ
ス
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
感
情
労
働
と
い
う
概
念
を
あ
え
て
使
う
と
す
れ
ば
、

医
療
を
含
む
対
人
サ
ー
ビ
ス
業
務
全
般
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う

な
れ
ば（
1
）医
師
と
看
護
師
と
を「
感
情
労
働
」の
有
無
で
差
別
化
す
る
こ
と

は
む
ず
か
し
く
な
り
、
ま
た（
2
）看
護
職
と
介
護
職
を
差
別
化
す
る
こ
と
も

で
き
な
く
な
る
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
現
に
存
在
す
る
医
療
／
看
護
／
介
護

❖
23 
ち
な
み
に
日
本
医
師
会
の
職
能
集
団
と
し
て
の
利
益
は
こ
れ
に
ま
っ
た
く
対
立
し
て
お
り
、

看
護
師
を
医
師
の
従
属
的
地
位
に
置
き
つ
づ
け
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
低
賃
金
で
使
い
や
す
い
労

働
力
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
に
集
団
利
益
を
持
つ
た
め
に
、
彼
ら
は
准
看
護
師
資
格
の
廃
止
に
今

日
に
至
る
ま
で
反
対
を
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
政
府
に
対
す
る
政
治
的
影
響
力
は
、
そ
の
規

模
に
反
し
て
、
看
護
師
団
体
よ
り
医
師
団
体
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
強
い
。
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ケ
ア
と
、
そ
れ
以
前
の
集
団
ケ
ア
の
両
方
を
経
験
し
た
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
ほ

と
ん
ど
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
お
け
る
労
働
に
、
負
担
感
と
と
も
に
、
高
い

満
足
を
示
し
て
い
る
事
実
を
ど
う
判
断
す
る
の
か25

❖

?

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に「
ケ
ア
の
質
」の
項
で
さ
ら
に
詳
論

す
る
つ
も
り
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
が
独
自
に
お
こ
な
っ
た
調
査﹇
東
京
大
学
文
学

部
社
会
学
研
究
室・工
学
部
建
築
学
研
究
室2006

﹈に
よ
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
は
明

ら
か
に
労
働
強
化
が
起
き
て
い
た
。
そ
の
点
で
は
、 

外
山
グ
ル
ー
プ
の
調
査

は
、
べ
つ
な
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
反
証
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
労
働
強
化

を「
感
情
労
働
」で
説
明
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
考
え
で

あ
る
。「
感
情
労
働
」と
い
う
概
念
は
、
か
え
っ
て
実
質
的
に
起
き
て
い
る
労

働
強
化
を
隠
蔽
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

三
〇
人
の
入
居
者
を
五
人
で
み
る
集
団
ケ
ア
と
、
六
人
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
一

人
で
み
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
で
は
、
入
居
者
一
人
あ
た
り
の
人
員
の
配
置
は

変
わ
ら
な
い
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
は
ワ
ー
カ
ー
は
ユ
ニ
ッ
ト
で
そ
の
大
半

の
時
間
を
ひ
と
り
で
過
ご
す
。
誰
か
の
個
室
に
入
っ
て
個
別
ケ
ア
を
し
て
い

れ
ば
、
共
同
室
に
も
他
の
入
居
者
の
個
室
に
も
目
は
届
か
な
い
。
そ
の
あ
い

だ
に
も
、
ベ
ッ
ド
か
ら
落
ち
る
利
用
者
が
い
る
か
も
し
れ
ず
、
転
倒
す
る
利

用
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
責
任
の
分
担
が
で
き
な
い
状
態
で
、
す
べ
て

の
利
用
者
の
健
康
と
安
全
が
ひ
と
り
の
肩
に
か
か
る
。
そ
れ
が
ユ
ニ
ッ
ト
ケ

ア
で
は
ワ
ー
カ
ー
に
絶
え
ま
な
い
緊
張
を
強
い
て
い
る
と
い
う
実
態
が
、
わ

た
し
た
ち
の
調
査
か
ら
は
浮
か
び
上
が
っ
た
。

あ
え
て
言
う
な
ら
、
こ
の
負
担
は「
感
情
労
働
」と
言
う
よ
り
、「
責
任
労

の
負
担
は
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
実
証
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト

ケ
ア
は
厚
生
労
働
省（
当
時
）に
よ
っ
て「
国
策
」と
し
て
採
用
さ
れ
、
推
進
さ

れ
た24

❖

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
場
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
な
っ
て
労
働
が

き
つ
く
な
っ
た
、
と
い
う
ワ
ー
カ
ー
の「
実
感
」が
寄
せ
ら
れ
た
。 

春
日
は
、

こ
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の「
実
感
」を
、
労
働
強
化
と
い
う
量
の
変
化
で
は
な
く
、

「
感
情
労
働
の
強
化
」と
い
う
質
の
変
化
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
基
本
は
、
集
団
ケ
ア
か
ら
個
別
ケ
ア
へ
の
移
行
に
あ
り
、

し
た
が
っ
て
ケ
ア
の
与
え
手
と
受
け
手
と
の
あ
い
だ
の
関
係
の
個
別
性
は
高

ま
る
傾
向
に
あ
る
。
だ
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
が
そ
の
た
め

に
過
度
の
感
情
管
理
か
ら
感
情
麻
痺
や
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
、

と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
と
す
れ
ば
、 

武
井
が
看
護
職
に
つ
い
て
冒
し
た
と

同
じ
ま
ち
が
い
を
冒
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に

「
感
情
労
働
」を
持
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
で
き
る
こ
と
と
、
か
え
っ

て
隠
蔽
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
看
護
職
に
つ
い
て
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問

が
、
こ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
生
ま
れ
て
く
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
が
感
情
労
働
者
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
な
ら
集

団
ケ
ア
に
は
感
情
労
働
は
必
要
と
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
?　
集
団
ケ
ア
が

感
情
労
働
抜
き
に
お
こ
な
え
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ケ
ア
と
い
う
相
互
行

為
に
と
っ
て
問
題
で
は
な
い
の
か
?　
集
団
ケ
ア
に
よ
る
感
情
の
距
離
化
が
、

か
え
っ
て
失
望
や
疎
外
感
か
ら
く
る
施
設
ワ
ー
カ
ー
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
を
も

た
ら
す
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
ど
う
見
る
の
か
?　
個
別
ケ
ア
に
お
け
る
関

係
の
個
別
性
は
、
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
両
面
を
持
つ
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
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わ
た
し
は
九
〇
年
刊
の『
家
父
長
制
と
資
本
制
』の
結
び
で
、
こ
う
書
い
た
。

な
ぜ
人
間
の
生
命
を
産
み
育
て
、
そ
の
死
を
み
と
る
と
い
う
労
働

（
再
生
産
労
働
）が
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
労
働
の
下
位
に
お
か
れ
る
の
か

…
…
こ
の
問
い
が
解
か
れ
る
ま
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
課
題
は
永
遠

に
残
る
だ
ろ
う
。 

﹇
上
野1990: 307-308; 

上
野2009d: 389

﹈

ケ
ア
ワ
ー
ク
は
な
ぜ
安
い
の
か

9

働
」と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て「
ケ
ア
責
任
」と
い
う
概
念
を
導

入
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
多
く
の
家
族
介
護
者
の「
実
感
」に
も
即
す
る
こ
と
だ

ろ
う
。
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
最
大
限
活
用
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
ほ
ぼ
一
〇
〇

パ
ー 

セ
ン
ト
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
こ
と
が
可
能
で
も
、
主
た
る
家
族

介
護
者
か
ら
最
後
ま
で
な
く
な
ら
な
い
の
が
、
こ
の
ケ
ア
責
任
で
あ
る
。
そ

の
な
か
に
は
、
要
介
護
者
に
と
っ
て
何
が
い
ち
ば
ん
適
切
か
を（
当
事
者
が
そ
れ

を
で
き
な
い
場
合
に
は
）代
行
し
て
決
定
す
る
意
思
決
定
労
働
が
含
ま
れ
る
。
肉

体
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
こ
の
責
任
を
第
三
者
に
移
転

す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
家
族
関
係
の
な
か
で
は
こ
の
ケ
ア
責
任
は
、
代

替
不
可
能
な
個
別
的
な
人
間
関
係
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
私
的
セ
ク
タ
ー
が

他
の
セ
ク
タ
ー
に
移
転
す
る
こ
と
が
困
難
な
／
あ
る
い
は
移
転
し
な
い
ほ
う

が
よ
い
ケ
ア
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
ケ
ア
責
任
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
は
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
が
、「
他
に
代
替
不
可
能
」な
ケ
ア

責
任
を
一
定
の
時
間
と
空
間
の
う
ち
で
背
負
わ
さ
れ
て
し
ま
う26

❖

。
も
し
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
強
化
の
軽
減
を
図
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

人
員
配
置
を
手
厚
く
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
を
一
人
職
場
に
す
る
こ
と
を
避
け
る
、

こ
れ
し
か
解
は
な
い
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
人
手
が
か
か
る
― 

外
山
ら
の
主

張
に
反
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
う
結
論
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
解
を

引
き
出
す
に
あ
た
っ
て
、「
感
情
労
働
」と
い
う
概
念
は
少
し
も
必
要
で
な
い
。

❖
24 

二
〇
〇
三
年
か
ら
厚
労
省
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
新
設
に
あ
た
っ
て
、
新
型
特
養（
個

室
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
）以
外
は
補
助
金
を
出
さ
な
い
と
い
う
政
策
を
推
進
し
た
が
、
二
〇
〇
五
年
の

介
護
保
険
見
直
し
で
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
が
発
生
し
、
利
用
者
の
負
担
が
増
え
た
。
こ
の
政
策
の
転
換

を「
梯
子
を
は
ず
さ
れ
た
」と
怒
る
現
場
の
人
々
は
多
い
。

❖
25 

付
け
加
え
る
な
ら
、
多
床
室
と
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
の
両
方
を
経
験
し
た
利
用
者
の
ほ
と
ん
ど

は
、
個
室
に
高
い
満
足
を
示
し
て
い
る
。「
カ
リ
ス
マ
」理
学
療
法
士
、 

三
好
春
樹﹇2006

﹈は
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
推
進
す
る
厚
労
省
の
動
き
を
苛
烈
な
口
調
で
批
判
す
る
が
、
よ
く
読
め
ば
彼
の
批

判
も
、
画
一
的
な
個
室
の
押
し
つ
け
に
対
す
る
反
対
で
あ
っ
て
、
選
択
肢
が
増
え
る
こ
と
そ
の
も

の
に
反
対
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
利
用
料
が
変
わ
ら
ず
、
個
室
と
多
床
室
と
を
完
全
に

同
じ
条
件
で
選
べ
る
と
す
れ
ば（
あ
る
い
は
個
室
と
多
床
室
の
両
方
を
経
験
し
て
も
ら
っ
て
か
ら

自
由
に
選
択
し
て
も
ら
う
と
す
れ
ば
）、
圧
倒
的
に
多
く
の
利
用
者
は
個
室
を
選
ぶ
こ
と
だ
ろ
う
。

だ
が
、
二
〇
〇
五
年
の
介
護
保
険
見
直
し
に
よ
る
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
の
導
入
に
よ
っ
て
、 

外
山
ら
の

理
想
主
義
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
い
ま
や
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
の
負
担
に
耐
え
る

経
済
階
層
の
高
齢
者
の
み
に
、
利
用
が
制
限
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

❖
26 

と
は
い
え
、
そ
の
労
働
が
時
間
と
空
間
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と（
限
定
責
任
）が
、

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
家
族
の
ケ
ア
労
働
は
、「
無
限
定
」に
大
き
く
な
る

傾
向
が
あ
る﹇ 

井
口2002
﹈。
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そ
れ
に
対
す
る
説
明
は
、
い
く
つ
も
な
さ
れ
て
き
た
。

第
一
は
、
ケ
ア
の
有
償
化
そ
の
も
の
の
持
つ
デ
ィ
レ
ン
マ
、
つ
ま
り
ケ
ア

の
担
い
手
の
抵
抗
で
あ
る
。 

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は「
ケ
ア
が
支
払
わ
れ
る
労

働
に
な
れ
ば
、
ケ
ア
の
与
え
手
に
と
っ
て
そ
の
価
値
が
下
落
す
る
」と
言
う
。

と
い
う
の
は「
贈
与
の
関
係gift relationship

が
減
少
す
る
か
ら
」﹇ Standing 

2001: 32

﹈で
あ
る27

❖

。
こ
の
事
情
は
、
ケ
ア
の
与
え
手
が
み
ず
か
ら
有
償
化
に

抵
抗
し
、
ま
た
ケ
ア
の
値
段
を
切
り
下
げ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
と
り
わ
け

ケ
ア
が
有
償・無
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
他
の
低
賃

金
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
と
自
ら
を
差
別
化
し
、
ケ
ア
の
受
け
手
に
対
し
て
相
対

的
優
位
に
立
つ
心
理
機
制
が
働
く
。
ケ
ア
が
支
払
い
労
働
に
な
る
こ
と
へ
の

抵
抗
は
、
こ
の
優
位
を
手
放
す
こ
と
へ
の
抵
抗
で
あ
り
、
こ
の
抵
抗
に
は
市

場
化
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
労
働
へ
の
差
別
化
と
蔑
視
を
と
も
な
う
。
有
償
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
価
格
が
地
域
最
低
賃
金
を
わ
ず
か
に
下
回
る
程
度
に
平
準
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
謎
は
、
こ
れ
で
解
け
る
。「
わ
た
し
を
お
手
伝
い
さ
ん
扱
い

し
な
い
で
」と
い
う
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
プ
ラ
イ
ド
は「
お
手
伝
い
さ
ん
」

に
対
す
る
蔑
視
か
ら
き
て
お
り
、
そ
れ
と
差
別
化
す
る
た
め
に
こ
そ
、
彼
女

た
ち
は
市
場
の「
お
手
伝
い
さ
ん
」よ
り
も
自
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
値
段
を
す
す

ん
で
切
り
下
げ
る
。
そ
の
価
格
は
、
低
賃
金
の
パ
ー
ト
労
働
に
出
ざ
る
を
え

な
い
人
々
を
排
除
し
、
わ
ず
か
の
価
格
差
で
、「
崇
高
な
奉
仕
」と
い
う
正
当

化
を
あ
が
な
う
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
価
格
な
の
だ28

❖

﹇
上
野2004a

﹈。

ケ
ア
の
値
段
が
安
い
第
二
の
理
由
を
、
そ
れ
が「
感
情
労
働
」で
あ
る
こ
と

に
求
め
る
説
が
あ
る
。 

ル
イ
ス
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
を
引
い
て「
感
情
労
働
が
含

こ
の
問
い
に
は
、
何
度
で
も
立
ち
か
え
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
値
段
は
け
っ
し
て
高
い
と

は
言
え
な
い
。
こ
こ
で
ふ
た
た
び
ケ
ア
の
価
格
の
二
重
性
、
つ
ま
り
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
の
価
格
と
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
価
格
と
の
区
別
を
導
入
し
よ
う
。
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
と
ケ
ア
労
働
力
と
は
異
な
る
市
場
に
属
す
る
。
ど
ち
ら
も
交
換
価

値
を
持
つ
限
り
、
商
品
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
前
者
は
財・サ
ー
ビ
ス
の
商

品
市
場
に
、
後
者
は
労
働
力（
商
品
）市
場
に
属
す
る
。
介
護
保
険
の
も
と
で

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
脱
商
品
化（ 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
）し
て
お
り
、
か
つ
公
定

価
格
と
利
用
料
負
担
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
も
し
利
用
者
一
〇
割
負
担
を
前

提
と
す
る
な
ら
、
在
宅
支
援
の
う
ち
、
身
体
介
護
一
時
間
あ
た
り
四
〇
二
〇

円
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
利
用
価
格
は
、
お
お
か
た
の
利
用
者
に
と
っ
て
負
担

の
重
い
高
価
な
サ
ー
ビ
ス
だ
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
が
受
け
と
る
一
時
間
あ
た
り
の
賃
金
は
、
利
用
料
と
同
じ
で
は
な

い
。
民
間
企
業
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
平
均
賃
金（
時
給
）

は
一
三
〇
〇
〜
一
五
〇
〇
円
程
度
、
有
資
格
職
で
あ
り
な
が
ら
、
専
門
職

パ
ー
ト
の
標
準
と
言
わ
れ
る
時
給
一
八
〇
〇
円
〜
二
五
〇
〇
円
程
度
に
も
及

ば
な
い
。
他
方
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
型
の
市
民
事
業
体
で
は
、
奇
妙
な
こ

と
に
ど
の
地
域
で
も
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
報
酬
は
地
域
最
低
賃
金
よ
り
や
や

低
め
に
平
準
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。「
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」と
は
地
域
最

低
賃
金
以
下
で
女
性
を
動
員
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
な
の
か
、
と

あ
や
し
ま
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ケ
ア
の
値
段
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
安
い
の
か
?
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彼
ら
の
報
酬
は
高
額
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
感
情
的
報
酬
に
も
恵
ま
れ
て

い
る
。
ケ
ア
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
低
賃
金
で
あ

る
こ
と
を
事
後
的
に
正
当
化
す
る
た
め
に
言
説
資
源
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
感
情
的
報
酬
は
、
低
賃
金
の
労
働
に
つ
い
て
言

わ
れ
て
も
、
高
賃
金
の
労
働
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
の
だ29

❖

。

ケ
ア
の
値
段
が
安
い
第
三
の
理
由
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
深
く
関
与
し
て

い
る
。
女
が「
ケ
ア
す
る
性
」だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。

こ
の
背
景
に
は
、（
1
）ケ
ア
が
女
の
仕
事
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、（
2
）し
か

も
女
な
ら
誰
で
も
で
き
る
非
熟
練
労
働
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、（
3
）さ
ら

ま
れ
れ
ば
含
ま
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
報
酬
は
低
く
な
る
」と
い
う「
法
則
」を
紹

介
し
て
い
る﹇ Lew

is 2001: 73

﹈。
す
な
わ
ち
感
情
労
働
は
、
同
時
に
感
謝
や
手

応
え
、
生
き
が
い
の
よ
う
な
感
情
的
報
酬
を
と
も
な
う
た
め
に
、
ケ
ア
ワ
ー

ク
の
値
段
は
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る﹇ Lew

is 2001: 64

﹈。

ケ
ア
ワ
ー
ク
＝
低
賃
金
＋
感
情
的
報
酬

だ
が
、
こ
の
定
式
は
い
か
に
も
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、 

ホ
ッ

ク
シ
ー
ル
ド
の「
感
情
労
働
」の
検
討
を
通
じ
て
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

世
の
中
に
は
感
情
労
働
で
あ
り
な
が
ら
、
高
額
の
報
酬
を
と
も
な
う
労
働
が

い
く
ら
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
医
師
や
弁
護
士
や
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
専
門
性
だ

け
を
売
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
感
情
労
働
の
度
合
の
高
い
フ
ラ
イ

ト
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
や
バ
ー
の
ホ
ス
テ
ス
た
ち
は
、
そ
の
感
情
労
働
に
対
し
て

高
く
支
払
わ
れ
て
い
る
。
感
情
労
働
の
有
無
は
、
報
酬
の
高
低
と
は
独
立
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
、
因
果
関
係
の
倒
錯
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
感
情
的
報
酬
が
あ
る
か
ら
賃
金
が
安
い
、
の
で
は
な
く
、
賃
金
が
安
い

か
ら
こ
そ
感
情
的
報
酬
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

ル
イ
ス
の
紹
介
す
る
定
式
化
の
も
と
で
は
、
賃
金
と
感
情
的
報
酬
と
は
ト

レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
な
ら「
感
謝
を
あ
ら
わ
さ
な
い
利
用
者

に
対
し
て
は
、
高
い
報
酬
を
請
求
す
れ
ば
よ
い
の
か
」と
つ
っ
こ
み
を
入
れ

た
く
な
る
が
、
こ
の
奇
妙
な「
法
則
」に
し
た
が
っ
て
、 

ル
イ
ス
は「
ケ
ア
が

商
品
化
さ
れ
る
と
ケ
ア
へ
の
動
機
付
け
が
減
少
す
る
」と
言
う
。
だ
が
、
逆

に
、
ケ
ア
が
う
ん
と
高
額
化
す
れ
ば
、
ケ
ア
へ
の
動
機
付
け
が
減
少
す
る
と

は
言
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
医
師
や
弁
護
士
の
志
望
者
は
後
を
絶
た
な
い
が
、

❖
27 

ホ
マ
ン
ズ
と
ブ
ラ
ウ
の
交
換
理
論
に
よ
れ
ば
、
贈
与
の
関
係
の
う
ち
で
、
贈
与
の
与
え
手

は
受
け
手
に
対
し
て
債
権
―
債
務
関
係
に
入
り
、
権
力
的
に
優
位
に
立
つ
。
こ
の
権
力
格
差
を
相

殺
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
債
務
の
支
払
い
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貨
幣
で
対
価
を
支
払

う
の
は
、
そ
の
債
務
解
消
の
一
手
段
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
権
力
関
係
は
ふ
た
た
び
平
準
化
さ

れ
る
。
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
有
償
化
お
よ
び
、
ケ
ア
の
受
け
手
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト・ペ
イ
メ
ン
ト

方
式
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
別
の
章
で
論
じ
る
。

❖
28  

渋
谷
望﹇2003: 28

﹈も「
介
護
労
働
の
二
重
性
」と
彼
が
呼
ぶ
も
の
―「
労
働
と
し
て
の
社

会
的
評
価
の
低
さ
」と「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
社
会
的
評
価
の
高
さ
」―
が「
賃
金
の
面
に
跳

ね
返
る
」と
し
て
、
こ
れ
が「
感
情
労
働
と
呼
ば
れ
る
労
働
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
共
通
性
を
持
つ
」と

す
る
。

❖
29  
渋
谷﹇2003: 30

﹈は
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
経
験
す
る「
苦
境
」（
精
神
的
ス
ト
レ
ス
）が「
し
ば

し
ば
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
経
験
で
き
る
と
い
う
意
味
で
両
義
的
で
あ
る
」と
し
、
こ
れ
が

「〈
コ
ス
ト
〉と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
仕
事
に
付
随
す
る〈
特
典
〉と
解
釈
さ
れ
、
低
賃
金
を
正

当
化
す
る
口
実
と
な
る
」と
い
う
。
だ
が
な
ぜ
同
じ
こ
と
が
、
医
師
、
弁
護
士
、
教
師
、
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
言
わ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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ケ
ア
の
値
段
は
な
ぜ
安
い
か
?　
こ
れ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
要
因
で
答
え
る
と

す
る
な
ら
、
答
は
明
快
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら「
女
の
仕
事
」と
考
え
ら
れ
て
き

た
か
ら
。

ヴ
ェ
ロ
ニ
カ・ ビ
ー
チ
ィ﹇ Beechy 1987

﹈は
か
つ
て
周
辺
化
さ
れ
た
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
に
つ
い
て
、「
低
賃
金
労
働
だ
か
ら
女
が
就
い
て
い
る
」の
で
は

な
い
、「
女
向
き
」に
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
低
賃
金
に
な
る
の
だ
と
喝
破
し
た
。

ジ
ェ
ー
ン・ ル
イ
ス
は
ケ
ア
労
働
に
つ
い
て
、「
価
値
が
低
い
、
報
わ
れ
な
い

労
働
を
女
性
が
し
て
い
る
」と
い
う
よ
り
、「
女
性
が
し
て
い
る
労
働
」だ
か

ら「
価
値
が
低
い
」の
だ
、
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
予
言
す
る
。

男
が
ケ
ア
に
も
っ
と
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
ケ
ア
の
価
値

が
今
よ
り
高
く
な
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
だ
ろ
う
。 

﹇ Lew
is 2001: 74

﹈

男
が
ケ
ア
に
参
入
す
る
以
前
に
、
外
国
人（
女
性
）が
ケ
ア
労
働
の
不
足
を

埋
め
合
わ
せ
る
蓋
然
性
は
は
る
か
に
高
い
だ
ろ
う
。
ケ
ア
が
家
族
領
域
か
ら

市
場
へ
移
転
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
価
値
が
高
ま
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

こ
れ
を
私
的
家
父
長
制
に
代
わ
っ
て
、
公
的
家
父
長
制
と
呼
ぶ
。

に
供
給
源
が
無
尽
蔵
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
三
つ
の
前
提
が
あ
る
。

現
実
に
は
、（
1
）ケ
ア
に
は
男
性
も
参
入
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
は
不
可
視
化
さ
れ
、（
2
）非
熟
練
ど
こ
ろ
か
経
験
と
熟
練
を
要
す
る
こ
と

は
経
験
者
の
誰
も
が
証
言
し
て
い
る
。
ま
た
単
身
者
の
生
計
維
持
水
準
さ
え

下
回
る
よ
う
な
賃
金
の
労
働
に
対
し
て
、（
3
）供
給
源
が
無
尽
蔵
だ
と
考
え

ら
れ
る
根
拠
は
、
家
計
支
持
者
を
別
に
持
っ
た
無
業
の
既
婚
女
性
、
つ
ま
り

主
婦
層
と
い
う
供
給
源
が
あ
る
か
ら
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
が
、
こ

の
人
々
は
歴
史
的
に
一
過
性
の
存
在
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
人
口
学
的
に
増

大
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い（
た
だ
し
、
外
国
人
移
民
労
働
者
の
参
入
が
あ
り
う
る
と
し
た

ら
、
こ
の
想
定
は
崩
れ
る
）。
ま
た
実
際
に
は
、
母
子
家
庭
の
母
親
で
家
計
支
持
者

で
あ
る
女
性
た
ち
も
ケ
ア
産
業
に
参
入
し
て
い
る
が
、
そ
の
事
実
は
考
慮
さ

れ
な
い
。
中
高
年
の
既
婚
女
性
だ
け
で
な
く
、
若
年
の
男
女
単
身
者
、
高
齢

男
性
等
の
参
入
に
と
も
な
っ
て
、「
ケ
ア
は
女
の
仕
事
」と
い
う
前
提
は
い
ず

れ
も
思
い
こ
み
と
言
っ
て
も
よ
い
、
今
で
は
神
話
的
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ

る
が
、
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
要
因
は
い
っ
こ
う
に
崩
れ
そ
う
も
な
い
。
こ

れ
ま
で「
タ
ダ
で
」手
に
入
っ
た
サ
ー
ビ
ス（
＝
不
払
い
労
働
）に
、
価
値
を
認
め

る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
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前
章
で
は
ケ
ア
と
は
ど
ん
な
労
働
か
、
を
論
じ
た
。
そ
れ
で
は
そ
の
反
対

側
に
あ
る
、
ケ
ア
さ
れ
る
と
は
ど
ん
な
経
験
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
こ

れ
に
つ
い
て
論
じ
る
。

二
一
世
紀
は
高
齢
社
会
に
突
入
し
、
日
本
は
世
界
的
に
も
経
験
の
な

い〝
ケ
ア
社
会
〞に
な
る
。
誰
も
が
見
知
ら
ぬ
人
と
出
会
い
、
助
け
合
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
社
会
で
あ
る
。

介
護
を
教
え
る
学
校
が
全
国
に
増
え
つ
つ
あ
る
が
、
ケ
ア
を
受
け

た
こ
と
の
な
い
人
た
ち
が
教
科
書
を
つ
く
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

（
中
略
）ケ
ア
す
る
側
の
意
見
ば
か
り
多
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

﹇ 

小
山
内1997: 4

﹈

ケ
ア
さ
れ
る
こ
と

1

一
九
九
七
年
、
今
か
ら
一
五
年
前
に
、「
ケ
ア
を
受
け
る
プ
ロ
」を
自
称
す

る
札
幌
の
重
度
障
害
者
、 

小
山
内
美
智
子
が
書
い
た
。

二
〇
〇
〇
年
に
は
介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
、
二
〇
〇
五
年
に
は
障

害
者
自
立
支
援
法
が
成
立
し
た
。
と
り
わ
け
介
護
保
険
が
で
き
て
か
ら
、
ケ

ア
す
る
側
の
、
労
働
や
事
業
、
経
営
に
つ
い
て
の
情
報
や
研
究
は
い
ち
じ
る

し
く
蓄
積
し
た
が
、
今
日
に
な
っ
て
も「
ケ
ア
さ
れ
る
側
」に
つ
い
て
、
わ
た

し
た
ち
は
何
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
?　
ケ
ア
は
ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ

れ
る
側
と
の
相
互
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ア
す
る
側
に
つ
い
て

の
情
報
と
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
に
つ
い
て
の
情
報
の
あ
い
だ
の
落
差
は
あ
ま
り

に
大
き
い
。

ケ
ア
さ
れ
る
側
に
比
べ
て
ケ
ア
す
る
側
に
情
報
や
経
験
が
蓄
積
す
る
こ
と

に
は
理
由
が
あ
る
。
ケ
ア
す
る
側
に
は
、
専
門
性
が
あ
り
、
経
験
的
な
知
識

の
体
系
化
や
情
報
の
共
有
、
さ
ら
に
は
資
格
や
権
威
の
付
与
が
お
こ
な
わ
れ

る
の
に
対
し
て
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
は
自
分
の
心
身
の
状
態
の
変
化

ケ
アさ
れ
る
と
は
ど
ん
な
経
験
か

第
7
章
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の
研
究
が
、
テ
マ
ヒ
マ
の
か
か
る
効
率
の
悪
い
調
査
で
あ
る
た
め
、
研
究
者

は
被
介
護
者
の「
介
護
さ
れ
る
経
験
」を
主
題
化
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
障
害
を
抱
え
た
被
介
護
者
を
対
象
と
す
る
調

査
の
技
法
や
判
定
の
尺
度
も
確
立
し
て
い
な
い
。
だ
が
こ
の
状
況
に
も
、
最

近
に
な
っ
て
い
く
ら
か
の
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
分
野
の

研
究
は
ま
だ
十
分
に
成
熟
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
こ
で
論
じ
て
お

き
た
い
。

ケ
ア
す
る
こ
と
が
つ
ね
に「
よ
き
こ
と
」で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
、

「
ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
」が
つ
ね
に「
よ
き
こ
と
」で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。「
ケ

ア
さ
れ
る
権
利
」が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
権
利
は
な
い
よ
り
あ
る
に
越
し

た
こ
と
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
行
使
が
い
つ
も
歓
迎
で
き
る
こ

と
と
は
限
ら
な
い
。

高
齢
者
に
と
っ
て
介
護
さ
れ
る
と
い
う
経
験
に
は
、
こ
れ
ま
で
つ
ね
に
否

定
感
が
と
も
な
っ
て
き
た
。

い
さ
さ
か
旧
聞
に
属
す
る
が
、
P　
P　
K（
ぴ
ん
、
ぴ
ん
、
こ
ろ
り
の
略
）運
動
が

始
ま
る
ず
っ
と
以
前
、
七
〇
年
代
に
、
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
で
有
名
な
奈
良
県

斑い
か

鳩る
が

の
清
水
山 

吉
田
寺
に
参
詣
に
来
る
高
齢
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
、

東
京
都
老
人
総
合
研
究
所（
当
時
）の 

井
上
勝
也
が
試
み
た
結
果
が
あ
る﹇ 

井
上

1978; 

上
野1994
﹈。
ポ
ッ
ク
リ
が
P　
P　
K
と
呼
び
名
が
変
わ
っ
て
も
、
介
護
さ

れ
る
状
態
を
忌
避
す
る
社
会
的
な
価
値
観
に
、
こ
の
三
〇
年
間
変
化
が
な
い

介
護
さ
れ
る
と
い
う
経
験

2

は
初
め
て
の
体
験
で
あ
り
、
ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
に
も
経
験
の
蓄
積
が
な
い
。

同
じ
こ
と
は
医
療
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
医
師
は
プ
ロ
だ
が
、
患
者
は
そ
の

つ
ど
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
。
医
療
に
つ
い
て
情
報
の
非
対
称
性
が
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
そ
れ
と
同
様
な
非
対
称
性
が
ケ
ア
に
つ
い
て
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、

ケ
ア
さ
れ
る
側
は
自
分
の
心
身
に
つ
い
て
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
、
的
確
に

認
識
し
判
断
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。

と
は
い
え
、
ケ
ア
す
る
側
の
情
報
と
経
験
の
蓄
積
は
、
同
じ
時
間
を
共
有

し
な
が
ら
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
情
報
と
経
験
の
蓄
積
に
比
べ
て
ふ
つ
り
あ
い
に

大
き
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
?　
そ
の
理
由
は
第
一
に
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
の

人
々
が
、
そ
の
経
験
に
つ
い
て
語
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、

ケ
ア
す
る
側
の
人
々
が
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
人
々
に
、
ケ
ア
さ
れ
る
と
は
ど

う
い
う
経
験
か
、
た
ず
ね
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ケ
ア
さ

れ
る
側
の
沈
黙
と
ケ
ア
す
る
側
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
そ
の
原
因
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
加
え
て
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
経
験
を
対
象
と
す
る
研
究
を
、
研
究
者

が
ネ
グ
レ
ク
ト
し
て
き
た
怠
慢
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。「
社
会
学
的
」と
名
の
る

多
く
の
調
査
や
、
自
治
体
や
各
種
の
団
体
の
調
査
も
、
主
と
し
て
質
問
紙
法

の
よ
う
な
量
的
調
査
に
偏
っ
て
お
り
、
こ
の
種
の
調
査
で
は
、
高
齢
者
本
人

で
は
な
く
そ
の
家
族
介
護
者
が
代
わ
っ
て
回
答
者
と
な
る
こ
と
を
、
暗
黙
の

う
ち
に
容
認
し
て
き
た
。
寝
た
き
り
の
高
齢
者
な
ら
そ
の
人
の
も
と
を
訪
ね

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
言
語
障
害
が
あ
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
む
づ
か

し
く
、
認
知
症
を
と
も
な
っ
て
い
れ
ば
本
人
の
意
思
を
確
か
め
る
に
は
長
時

間
に
わ
た
る
観
察
や
熟
練
が
い
る
。
質
的
調
査
を
不
可
欠
と
す
る
こ
の
分
野
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こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
否
定
的
な
社
会
的
価
値
を
当
事
者
が
内
面
化
す
る

と
、
自
己
否
定
感
と
な
る
。
高
齢
者
に
と
っ
て
の
深
刻
な
問
題
は
、
老
い
る

と
い
う
経
験
に
対
す
る
自
己
否
定
感
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
、
他
者
か
ら

介
護
を
受
け
る
依
存
的
な
状
態
を
受
け
い
れ
に
く
い
と
い
う
感
情
が
大
き
な

部
分
を
占
め
て
い
る
。

 

井
上
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
均
年
齢
七
〇・
三
歳
、
男
性
六
名
女
性
三
七

名
計
四
三
名
の
参
詣
者
は
、「
な
ぜ
ポ
ッ
ク
リ
寺
へ
参
詣
に
来
た
の
か
?
」と

い
う
問
い
に
対
し
て
、「
中
風
な
ど
で
寝
た
き
り
に
な
り
、
他
人
に
迷
惑
を

か
け
た
く
な
い
か
ら
」が
九
三
%
と
圧
倒
的
だ
っ
た
。
あ
と
は「
ガ
ン
な
ど
の

病
苦
に
耐
え
ら
れ
な
い
」「
年と

齢し

を
と
っ
て
生
き
る
希
望
を
失
っ
た
」「
若
い
人

た
ち
に
邪
魔
に
さ
れ
る
」と
つ
づ
く
。
こ
の
回
答
の
な
か
に
、「
看
護
者
の
迷

惑
に
対
す
る
思
い
や
り
」と「
自
分
が
相
手
か
ら
厄
介
者
視
さ
れ
る
こ
と
へ
の

悲
し
み
や
怒
り
」を
見
て
と
っ
た
彼
は「
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
」と
答
え
た

回
答
者
に
、
た
た
み
か
け
て
も
う
ひ
と
つ
の
問
い
を
発
す
る
。「
も
し
あ
な

た
の
家
族
が
寝
た
き
り
で
あ
っ
て
も
少
し
も
迷
惑
が
ら
ず
、
一
日
で
も
よ
い

か
ら
長
生
き
し
て
ほ
し
い
と
願
い
、
心
か
ら
暖
か
く
看
護
し
て
く
れ
る
と
し

た
ら
、
あ
な
た
は
も
う
ポ
ッ
ク
リ
往
く
こ
と
を
願
わ
な
い
か
?
」こ
の
問
い

に
対
し
て
、
回
答
者
の
八
二
%
は「
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
た
い
へ
ん
う
れ
し

い
が
、
し
か
し
や
は
り
ポ
ッ
ク
リ
往
き
た
い
」と
答
え
て
い
る
。

八
六
年
の「
老
人
問
題
と
老
後
問
題
の
落
差
」と
題
す
る
論
文1

❖

で
、 

井
上
の

研
究
を
紹
介
し
た
わ
た
し
は
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
引
用
し

よ
う
。

「
他
者
へ
の
迷
惑
」要
因
を
と
り
の
ぞ
い
て
も
な
お「
寝
た
き
り
老
人
」

に
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
参
詣
者
の
気
持
ち
に
は
、
他
人
の
世
話
に
な

る「
無
力
な
自
己
」を
積
極
的
に
拒
否
す
る
プ
ラ
イ
ド
や
、
そ
の
裏
返
し

の
攻
撃
性
が
あ
る
、
と 

井
上
氏
は
見
る
。 

﹇
上
野1986; 1994: 268

﹈

 

井
上
の
調
査
か
ら
約
三
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
か
ら「
サ
ク
セ
ス
フ
ル・エ
イ
ジ

ン
グ
」の
思
想
が
紹
介
さ
れ
、
元
気
な
高
齢
者
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
あ
る

日
野
原
重
明
が
こ
の
概
念
を
広
く
日
本
に
拡
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
る

と
、
要
介
護
状
態
に
な
る
こ
と
へ
の
高
齢
者
の
自
己
否
定
感
は
な
く
な
っ
て

い
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
サ
ク
セ
ス
フ
ル・
エ
イ
ジ
ン
グ
」の
考

え
方
に
は
、「
死
の
直
前
ま
で
中
年
期
を
延
長
す
る
こ
と
」と
い
う「
生
涯
現

役
」思
想
が
あ
る2

❖

。
エ
イ
ジ
ン
グ
に「
成
功success

」が
あ
る
な
ら
、「
失
敗

failure

」も
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
要
介
護
状
態
に
な
る
こ
と
は
、
サ

ク
セ
ス
フ
ル・エ
イ
ジ
ン
グ
の
考
え
方
か
ら
は
、
さ
し
ず
め「
失
敗
し
た
エ
イ

ジ
ン
グ
」と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

高
齢
者
の
社
会
的
地
位
や
否
定
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
文
明
史
的
考
察
や
比
較
人
類
学
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た﹇ 

片
多

1979;  
天
野1999; 

上
野2005

﹈。
だ
が
、
被
介
護
者
に
焦
点
化
し
て「
当
事
者
の

経
験
」を
対
象
に
し
た
研
究
は
決
し
て
多
く
な
い
。 

井
上
の
先
駆
的
研
究
も
、

❖
1 

同
論
文
は
の
ち
に「
生
き
ら
れ
た
経
験
と
し
て
の
老
後
」と
改
題
さ
れ
て
、
上
野﹇1994

﹈に

収
録
さ
れ
た
。

❖
2 

ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ス
ト
の 
秋
山
弘
子﹇2008

﹈か
ら
教
示
を
得
た
。
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不
満
足
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
介
護
の
与
え
手
に
不
満
を
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
家
族
介
護
や
施
設
介
護
な
ど
、
他
に
選
択
の
余
地
の
な
い
被
介
護

状
態
に
置
か
れ
た
介
護
の
受
け
手
に
と
っ
て
は
、
介
護
の
与
え
手
に
感
謝
こ

そ
す
れ
、
文
句
を
い
う
こ
と
な
ど
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
わ

か
っ
た
範
囲
で
も
、
被
介
護
者
は
不
満
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
言
語
化
す
る
こ

と
を
抑
制
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
ま
し
て
や
家
族
介
護
者
に
対
し
て
は
そ

の
傾
向
が
強
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
家
族
介
護
に
つ
い
て
は
不
満
を
言

わ
な
い
同
じ
被
介
護
者
が
、
通
所
施
設
や
訪
問
介
護
に
つ
い
て
は
具
体
的
な

不
満
を
述
べ
る
例
を
見
る
と
、
被
介
護
者
が
家
族
介
護
を
選
好
し
、
そ
れ
に

満
足
し
て
い
る
と
単
純
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
家
族
介
護
に
つ
い
て

は
抑
制
さ
れ
て
い
た
不
満
が
、
外
部
化
さ
れ
た
介
護
に
つ
い
て
は
抑
制
さ
れ

な
い
、
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
被
介
護

者
は
、
自
分
の
被
介
護
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
満
た
す

こ
と
に
つ
い
て
言
語
化
で
き
る
だ
け
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
持
っ

て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
わ
た
し
た
ち
に
欠
け
て
い
る
の
は
た
だ
、
当
事
者

の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
る
。

日
本
で「
要
介
護
者
」が
誕
生
し
た
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
で
あ
る
。

と
言
う
と
、
奇
異
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
要
介
護
状
態
の
高
齢
者

は
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
要
介
護
者
と

被
介
護
者
と
は
違
う
。
5
章
で
歴
史
的
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
要
介
護
状
態

要
介
護
者
の
誕
生

3

被
介
護
者
予
備
軍
と
も
い
う
べ
き
ま
だ
健
康
な
高
齢
者
で
あ
り
、
介
護
さ
れ

た
経
験
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
被
介
護
者
が「
も
う
し
わ
け
な
い
」

「
な
さ
け
な
い
」と
い
う
否
定
感
を
持
つ
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

介
護
者
に
対
す
る
対
人
関
係
上
の「
迷
惑
」や「
厄
介
視
」か
ら
く
る
感
情
で
あ

る
。 

井
上
が
調
査
し
た
当
時
は
、
家
族
介
護
以
外
の
選
択
肢
が
限
ら
れ
て
い

た
た
め
、
そ
の「
迷
惑
」の
負
担
の
重
さ
は
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
が
、
介
護

の
社
会
化
に
よ
っ
て
負
担
の
軽
減
が
は
か
ら
れ
た
今
日
も
、
同
じ
よ
う
に
高

齢
者
は
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
対
人
関
係
上
の
問
題
が
解
決
さ
れ

て
も
な
お
残
る「
介
護
さ
れ
る
経
験
」に
つ
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
何
を
知
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
問
い
を
立
て
た
時
に
、
わ
た
し
た
ち
は
介
護
さ
れ

る
経
験
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
知
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
呆
然

と
す
る
。

そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
誰
も
被
介
護
者
に
そ
の
経
験
を
た
ず
ね
て
こ
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
言
語
障
害
や
認
知
症
等
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
り
に
く
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
に
せ
よ
、
意
識
も
表
現

能
力
も
は
っ
き
り
し
た
被
介
護
者
は
た
く
さ
ん
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

相
手
に
何
が
必
要
か
を
介
護
の
与
え
手
が
代
理
判
断
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
お
か
げ
で
、
被
介
護
者
は
、
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
に
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
被
介
護
者
自
身
が
、「
介
護
さ
れ
る
経
験
」を
、
こ

と
に
そ
れ
が
否
定
的
な
経
験
で
あ
る
場
合
に
は
、
言
語
化
し
て
こ
な
か
っ
た

と
い
う
事
情
が
あ
る
。
介
護
と
は
相
互
行
為
で
あ
る
、
と
わ
た
し
は
く
り
か

え
し
書
い
た
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
被
介
護
経
験
が
不
快
だ
っ
た
り
、
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扶
養
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
対
し
て
親
の
責
任
が
問
わ
れ
る
が
、
親
権
の
よ

う
な
権
利
義
務
関
係
は
、
老
い
た
親
に
対
し
て
子
の
側
に
は
発
生
し
な
い
。

二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法（
二
〇
〇
七
年
四
月
一
日
施
行
）が

成
立
し
、「
虐
待
」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
は
、
殴
打
や
傷
害
の
よ
う
な
身

体
的
虐
待
に
加
え
て
、「
無
視
」「
放
置
」「
遺
棄
」の
よ
う
な
行
為
が
含
ま
れ
る

に
至
っ
た
。
だ
が
そ
の
責
任
を
問
え
る
の
は「
養
護
者
」で
あ
っ
て
、
家
族
で

は
な
い
。
養
護
者
と
は
誰
な
の
か
?　
同
居
し
て
い
れ
ば
非
親
族
で
も
養
護

者
責
任
を
問
わ
れ
、
別
居
し
て
い
れ
ば
血
縁
者
で
も
養
護
者
責
任
は
な
い
と

言
え
る
の
か
?

高
齢
者
虐
待
の
先
駆
的
な
研
究
者 

オ
マ
リ
ー
を
引
用
し
て
、
デ
カ
ル
マ
ー

と
グ
レ
ン
デ
ニ
ン
グ
は「
放
置
」を「
利
用
で
き
る
資
源
を
認
知
し
な
が
ら
、

ケ
ア
提
供
者
が
重
要
な
ニ
ー
ズ
を
解
決
す
る
た
め
の
介
入
を
し
な
い
こ
と
」

﹇ O
’M

ally et al. 1983: 1000; D
ecalm

er &
 G

lendenning 1993: 11

﹈と
定
義
す
る
。
つ

で
あ
っ
て
も
被
介
護
者
と
な
ら
な
い（
介
護
を
受
け
ら
れ
な
い
）高
齢
者
は
た
く
さ

ん
い
た
し
、
そ
の
逆
も
あ
る
。
高
齢
者
の
ど
う
い
う
状
態
が
要
介
護
状
態
な

の
か
、
と
い
う
判
定
は
、
歴
史
的
文
脈
に
依
存
す
る
。
要
介
護
者
と
い
う
名

の
高
齢
者
が
、
客
観
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
要
介
護
者
」と
は
歴
史
概
念
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
一

日
介
護
保
険
法
施
行
以
降
の
、
法
律
用
語
で
あ
る
。
こ
の
日
以
降
、
日
本
で

は
大
量
の「
要
介
護
者
」が
歴
史
的
に
登
場
し
た
。「
要
介
護
者
」の
成
立
に

は
、（
1
）高
齢
者
が
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
と
第
三
者
が
認
定
し
、
か

つ（
2
）そ
の
要
介
護
状
態
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
公
的
責
任
が
あ
る
こ
と
に
社

会
的
な
合
意
が
あ
る
と
い
う
ふ
た
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
介
護
保
険
は
こ
の
ふ
た
つ
の
条
件
を
満
た
し
た3

❖
。

わ
た
し
は
介
護
保
険
を「
家
族
革
命
」と
呼
ん
で
き
た﹇
上
野2005

﹈。
と
い

う
の
も
、
介
護
保
険
法
は
、
介
護
の
責
任
、
言
い
換
え
れ
ば
要
介
護
者
の

ニ
ー
ズ
を
満
た
す
責
任
を（
限
定
つ
き
で
は
あ
る
が
）、
私
的
領
域
か
ら
公
的
領
域

へ
と
移
転
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、「
介
護
は

家
族
の
責
任
で
は
な
い
」―
保
守
派
の
揚
げ
足
取
り
に
配
慮
し
て
も
う
少

し
慎
重
に
言
え
ば
、「
介
護
は
家
族
だ
け
の

0

0

0

責
任
で
は
な
い
」―
と
い
う
こ

と
に
、
社
会
的
合
意
が
成
り
立
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る4

❖

。

こ
の
言
い
方
で
も
正
確
で
は
な
い
。
5
章
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
日
本
の

家
族
法
は
家
族
の
介
護
義
務
を
規
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
介
護
を
要

す
る
高
齢
者
を
遺
棄・放
置
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
別
居
し
て
い
る
家
族
は

責
任
を
問
わ
れ
な
い
。
子
ど
も
の
場
合
に
は
親
権
に
と
も
な
っ
て
発
生
す
る

❖
3 

た
だ
し「
要
介
護
状
態
」の
認
定
基
準
に
は
政
治
判
断
が
と
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
そ
の

境
界
が
変
化
す
る
こ
と
は
、
二
〇
〇
六
年
の
介
護
保
険「
見
直
し
」で
す
で
に
経
験
済
み
で
あ
る
。

「
要
介
護
状
態
」と
は
こ
の
よ
う
に
社
会
構
築
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
時
代
や
ど
の
社
会
に

ど
れ
だ
け
の「
要
介
護
者
」が
い
る
か
、
な
ど
と
い
っ
た
歴
史
的
推
移
や
国
際
比
較
は
意
味
を
な
さ

な
い
。

❖
4 
介
護
保
険
法
は
二
〇
〇
〇
年
施
行
に
先
立
つ
三
年
前
、
一
九
九
七
年
の
国
会
に
お
い
て
さ

し
た
る
反
対
も
な
く
成
立
し
た
が
、
あ
と
に
な
っ
て
保
守
派
が
こ
の
法
律
の
成
立
を
快
く
思
わ
な

か
っ
た
こ
と
は
、
施
行
直
前
の
九
九
年
秋
に
当
時
の
自
民
党
幹
事
長
亀
井
静
香
が「
子
が
親
を
看

る
美
風
」を
唱
え
て
政
治
介
入
し
、
半
年
間
の
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
徴
収
猶
予
を
強
行
し
た

こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
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だ
が
、
日
本
の
要
介
護
者
は
、
ま
だ
十
分
に
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
に
な
っ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
介
護
の
ニ
ー
ズ（
必
要
）が
あ
る
と
第

三
者（
介
護
保
険
の
も
と
で
は
各
自
治
体
の
要
介
護
度
認
定
委
員
会
）が
判
定
す
る
こ
と
は
、

必
ず
し
も
本
人
が
自
分
に
介
護
を
受
け
る
ニ
ー
ズ
が
あ
る
と
認
知
す
る
こ
と

と
同
じ
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
そ
の
ニ
ー
ズ
が
満
た
さ
れ
る
権
利
が
あ
る
と

考
え
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。

「
問
題
」も「
ニ
ー
ズ
」も
社
会
的
な
も
の
で
あ
る﹇
上
野
編2001

﹈。
し
た
が
っ

て
、
何
が「
問
題
」で
あ
り
、
何
が「
ニ
ー
ズ
」で
あ
る
か
は
社
会
的
に
変
化
す

る
。「
高
齢
者
問
題
」と
い
う「
問
題
」も
同
じ
で
あ
る
。
高
齢
者
介
護
の
水
準

が
低
い
と
こ
ろ
で
は
、「
ニ
ー
ズ
」の
水
準
も
ま
た
低
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
ニ
ー
ズ
は
当
事
者
が
そ
れ
を
顕
在
化（
要
求
ニ
ー
ズ
）し
な
い

限
り
、
ニ
ー
ズ
と
し
て
成
立
し
な
い
。
介
護
保
険
は
介
護
ニ
ー
ズ
を
、「
要

介
護
度
」と
い
う
名
の
も
と
に
第
三
者
機
関
が
判
定
す
る
し
く
み
を
つ
く
っ

た
。
だ
が
、「
客
観
的
」に（
も
っ
と
あ
か
ら
さ
ま
に
言
え
ば
行
政
基
準
に
よ
っ
て
）判
定
さ

れ
た
ニ
ー
ズ
と
、
本
人
の
ニ
ー
ズ
の
レ
ベ
ル
は
同
じ
で
は
な
い
。
本
人
が

「
ニ
ー
ズ
」を
自
覚
し
、
そ
れ
を
他
者
に
対
し
て
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
と
考

え
る
と
き
に
初
め
て
、「
要
介
護
者
」は
、「
ニ
ー
ズ
の
帰
属
先
」、「
権
利
の

主
体
」と
し
て「
当
事
者
に
な
る

0

0

0

」こ
と
を
本
書
は
主
張
し
て
き
た
。

介
護
保
険
が
成
立
し
た
と
き
、
第
三
者
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に

抵
抗
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
想
が
各
地
に
あ
っ
た
。
わ
た
し
自
身
も
こ
ん

障
害
者
運
動
に
学
ぶ

4

ま
り
、「
何
も
し
な
い
こ
と
」、「
不
作
為
」や「
怠
慢
」が
不
法
行
為
に
問
わ
れ

る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
責
任
を
い
っ
た
い
誰
に
問
う
こ
と

が
可
能
だ
ろ
う
か
?

そ
も
そ
も
ニ
ー
ズ
の
判
定
を
誰
が
す
る
の
か
?　
「
利
用
可
能
な
資
源
」と

は
何
な
の
か
?　
体
力
と
時
間
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
燃
え
尽
き
る
ま
で
家

族
は
介
護
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
?　
「
ケ
ア
提
供
者
」の
責
任
は
、

同
居
家
族
に
だ
け
問
わ
れ
、
別
居
家
族
に
は
問
わ
れ
な
い
の
か
?　
そ
れ
な

ら
さ
っ
さ
と
家
を
出
て
行
っ
た
別
居
家
族
は
、
ニ
ー
ズ
に
直
面
せ
ず
に
す
む

た
め
に
、「
遺
棄
」の
責
任
を
問
わ
れ
ず
に
す
む
の
か
?　
そ
し
て
こ
の「
家

族
」の
範
囲
は
ど
こ
ま
で
か
?　
親
族
で
は
な
い
が
同
居
し
て
い
る
嫁
や
婿

は
入
る
の
か
、
入
ら
な
い
の
か
?

親
権
の
保
持
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
介
護
義
務
の
保
持
者
を

特
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
児
童
虐
待
に
つ
い
て
成
り
立
つ
法
理
を
、

そ
の
ま
ま
高
齢
者
虐
待
に
持
っ
て
く
る
こ
と
に
は
困
難
が
あ
る
。
高
齢
者
虐

待
防
止
法
が
成
立
し
て
も
、
そ
の
運
用
に
は
多
く
の
問
題
が
と
も
な
う
で
あ

ろ
う5

❖

。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
介
護
保
険
法
は
、
介
護
の
責
任
を
私
的
領

域
か
ら
公
的
領
域
へ
と
移
転
し
た
と
い
う
表
現
が
正
確
で
は
な
い
こ
と
が
了

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
歴
史
上
は
じ
め
て
、
介
護
の
公
的
責
任
を

部
分
的
に

0

0

0

0

認
め
た
の
が
介
護
保
険
法
で
あ
る
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
そ

れ
に
と
も
な
っ
て
、
こ
れ
も
歴
史
上
初
め
て
、「
要
介
護
者
」と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
人
々
が
公
的
に
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
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た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に「
当
事
者
」を
定
義
す
れ
ば
、
日
本
の
高
齢
者
の
多
く
は
、

ま
だ
ま
だ「
当
事
者
」に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
3
章
で
論
じ
た
よ

う
に
、「
ニ
ー
ズ
の
権
利
主
体
」に
な
る
と
い
う
契
機
を
欠
い
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
社
会
的
弱
者
が「
当
事
者
」と
し
て
主
体
化
す
る
契
機
の
多
く
に
、

「
集
団
的
主
体
化
」が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
も
固
有
性
も
あ
り
、
そ
の
経

験
に
お
い
て
互
い
に
共
約
可
能
性
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
個
人
が
、「
当
事

者
」と
し
て
主
体
化
す
る
た
め
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
女
性
、
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
よ
う
な「
社
会
的
弱
者
」に
与
え
ら
れ
た
集
合
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、

い
っ
た
ん
は
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
同

一
化
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
弱
者
が
連
帯
す
る
の
は
、
た

ん
に
数
に
お
い
て
劣
る
た
め
に
連
帯
の
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。

社
会
的
弱
者
の
主
体
化
の
た
め
に
は
、
こ
の
集
合
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
同
一

化
の
契
機
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
主
体
化
は
必
ず
集
団
的
な
主

体
化
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
現
在
の
日
本
で
は
権
利
の
主
体
と
し
て
の
高
齢
当
事
者

の
集
団
的
主
体
化
は
、
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結

高
齢
者
運
動
は
あ
る
か

5

な
声
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。「
こ
の
へ
ん
じ
ゃ
、
年
寄
り
の
世
話
に
他
人

を
家
に
入
れ
る
な
ん
て
こ
と
は
や
り
ま
せ
ん
よ
」、「
世
間
様
の
お
世
話
に
な

る
く
ら
い
な
ら
、
わ
た
し
は
保
険
料
を
払
っ
て
も
、
そ
れ
を
使
う
な
ん
て
こ

と
は
や
り
ま
せ
ん
ね
」。
こ
の
予
想
は
、
介
護
保
険
が
始
ま
っ
て
ほ
ど
な
く
、

要
介
護
認
定
率
も
サ
ー
ビ
ス
利
用
率
も
年
々
軒
並
み
上
昇
す
る
事
実
に
よ
っ

て
く
つ
が
え
さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
保
険
料
支
払
い
に
と
も
な
う
権

利
意
識
の
高
ま
り
と
、
利
用
者
側
の
経
験
の
蓄
積
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
保
険
」と
い
う
制
度
は「
受
益
者
負
担
」の
原
則
を
持
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

公
的
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
対
す
る
措
置
時
代
の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
な
く
す
効
果
が

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
介
護
保
険
が
当
事
者
を
育
て
た
、
の
で
あ
る
。

行
政
が
判
定
し
た
ニ
ー
ズ
と
、
本
人
の
ニ
ー
ズ
の
レ
ベ
ル
は
同
じ
で
は
な

い
、
と
書
い
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
本
人
の
ニ
ー
ズ
の
レ
ベ
ル
が
、
制

度
が
保
障
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ベ
ル
を
下
回
る
場
合
も
あ
る
。
利
用
料
の
上

限
に
対
し
て
利
用
率
が
下
回
る
の
は
、
自
己
負
担
一
割
の
支
出
に
も
耐
え
ら

れ
な
い
経
済
的
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。「
で
き
る
だ
け
自
立
し
て
生
き

た
い
」と
介
護
保
険
の
利
用
を
抑
制
す
る
高
齢
者
や
、「
う
ち
は
家
族
以
外
の

者
の
手
が
入
る
こ
と
を
い
や
が
り
ま
し
て
…
…
」と
家
族
以
外
の
介
護
を
拒

否
す
る
高
齢
者
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、 

セ
ン
の「
潜
在
能
力
ア

プ
ロ
ー
チ
」を
こ
こ
で
も
採
用
す
れ
ば
、
代
替
選
択
肢
の
あ
る
と
こ
ろ
で
の

利
用
の
抑
制
と
、
そ
れ
が
な
い
と
こ
ろ
で
の
サ
ー
ビ
ス
の
不
在
と
は
、
客
観

的
に
は
似
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、「
潜
在
能
力
」に
お
い
て
同
じ
で
は

な
い
。
介
護
保
険
が「
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
」に
と
っ
て
の
機
会
集
合
を
拡
大
し

❖
5 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
れ
ば
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
が
施
行
さ
れ
て
も
、
そ
の
実
際
の

運
用
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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に
配
慮
し
て
、
家
族
介
護
の
負
担
軽
減
を
政
策
意
図
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
介
護
保
険
制
定
過
程
に
お
い
て
、
利
用
者
と
な
る
べ
き
対
象

者
の
利
益
団
体
は
、
そ
の
当
時
も
、
そ
し
て
現
在
も
、
存
在
し
て
い
な
い
。

「
せ
っ
か
く
保
険
料
を
払
っ
て
る
ん
だ
か
ら
使
わ
な
く
ち
ゃ
」と
権
利
行
使
し

て
い
る
の
は
、
介
護
世
代
の
家
族
の
ほ
う
で
あ
り
、
高
齢
者
自
身
の
選
択
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。「
利
用
者
本
位
」に
い
う「
利
用
者
」と
は
、
要
介
護

高
齢
者
本
人
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
家
族
な
の
か
に
は
問
題
が
潜
ん
で
い

る
。「
利
用
者
家
族
」に
加
え
て「
家
族
利
用
者
」と
い
う
用
語
法
ま
で
あ
る
こ

と
は
、
介
護
保
険
の「
真
の
利
用
者
」と
は
誰
か
、
と
い
う
疑
問
を
起
こ
さ
せ

る
。「
当
事
者
」を「
第
一
次
ニ
ー
ズ
の
帰
属
主
体
」と
限
定
し
、
家
族
を
そ
れ

か
ら
厳
密
に
区
別
す
る
本
書
の
立
場
は
、「
当
事
者
」の「
一
次
的
ニ
ー
ズ
」と
、

た
と
え
ど
ん
な
に
親
密
な
間
柄
で
あ
れ
、「
当
事
者
家
族
」の「
派
生
的
ニ
ー

ズ
」と
は
同
じ
で
は
な
い
、
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
介
護
保
険
が
要
介
護
者

の
当
事
者
ニ
ー
ズ
か
ら
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
事
情
は
介
護
保

険
に
さ
ま
ざ
ま
な
限
界
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

だ
が
、
介
護
保
険
法
施
行
に
続
い
て
、
二
〇
〇
三
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た

障
害
者
支
援
費
制
度
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
法
律
は
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
か

ら
発
す
る
、
長
き
に
わ
た
る
当
事
者
運
動
の
成
果
と
し
て
か
ち
と
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
介
護
保
険
法
が
そ
の
潜
在
的
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
だ
と 

中
西
は

自
負
す
る
。
支
援
費
制
度
は
そ
の
後
、
二
〇
〇
六
年
に
障
害
者
自
立
支
援
法

と
し
て
介
護
保
険
に
準
じ
て
整
備
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
介
護
保
険
同
様
の
応

益
負
担
の
原
則
を
持
ち
こ
ん
だ
こ
と
で
、
当
事
者
団
体
か
ら
厳
し
い
批
判
を

果
と
し
て
、
高
齢
者
の
組
織
化
も
育
っ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
は
会
員

三
五
〇
〇
万
人
を
超
す
全
米
退
職
者
連
盟
A　
A　
R　
P（Am

erican Association of 

Retired Persons
）が
あ
り
、
政
治
的
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
る
が
、
ア
メ
リ

カ
に
比
べ
て
日
本
に
は「
高
齢
者
は
多
い
が
組
織
化
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
高

齢
者
を
政
治
や
政
策
へ
と
媒
介
す
る
当
事
者
組
織
は
欠
如
し
て
お
り
、
そ
れ

を
解
決
し
よ
う
と
す
る
社
会
運
動
も
ま
だ
少
な
い
」と
、 

安
立
清
史
は
指
摘

す
る﹇ 

安
立2006: 287

﹈。

日
本
に
は
高
齢
者
四
〇
団
体（
二
〇
一
一
年
現
在
）が
連
携
し
た
高
連
協6

❖

（
高
齢
社

会
N　
G　
O
連
携
協
議
会
）が
あ
る
が
、
組
織
化
は
十
分
で
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
高

齢
当
事
者
運
動（ 

安
立
に
よ
れ
ば「
シ
ニ
ア
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
」）は
い
ず
れ
も
活
動
の
中
心

が
前
期
高
齢
者
に
あ
り
、
現
役
世
代
の
延
長
と
し
て
の
高
齢
者
の
権
利
主
張

を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
A　
A　
R　
P
の
要
求
は「
エ
イ
ジ
ズ
ムageism

」（
年
齢

差
別
）へ
の
対
抗
と
し
て
の
強
制
定
年
制
の
撤
廃
と
雇
用
に
お
け
る
年
齢
差
別

禁
止
法
の
改
訂
で
あ
っ
た
。
高
連
協
の
要
求
も
、
高
齢
者
雇
用
の
促
進
に
プ

ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
あ
る
。

 

安
立
の
い
う
よ
う
に
、「
ど
こ
で
も
こ
の
よ
う
な
高
齢
者
の
当
事
者
組
織

が
、
N　
P　
O
や
社
会
運
動
の
形
で
出
現
し
て
も
お
か
し
く
な
い
」﹇ 

安
立2006: 

275

﹈に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
期
高
齢
者
、
そ
れ
も
要
介
護
状
態
の
高
齢
者
が

担
い
手
と
な
る
当
事
者
運
動
は
、
世
界
的
に
見
て
も
ま
だ
存
在
し
な
い
と

言
っ
て
よ
い
。

実
の
と
こ
ろ
、
利
用
者
主
体
を
謳
う
介
護
保
険
そ
の
も
の
が
、
要
介
護
当

事
者
の
要
求
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
介
護
世
代
の
有
権
者
の
利
益
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れ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
か
ら
将
来
に
わ
た
っ
て
再
び
老
障
統
合
が
政
策
課
題

に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
障
害
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
に
、

高
齢
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
が
一
致
す
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い

こ
と
に
つ
い
て
、
障
害
者
の
当
事
者
団
体
は
は
っ
き
り
し
た
認
識
を
共
有
し

て
い
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
同
じ
よ
う
な
権
利
要
求

を
す
る
当
事
者
団
体
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
で
は
高
齢
者
は
、

障
害
者
運
動
に
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
。

 

中
西・
上
野
の『
当
事
者
主
権
』に
も
と
づ
い
て
、
障
害
者
運
動
の
歴
史
を

か
ん
た
ん
に
ふ
り
か
え
っ
て
お
こ
う﹇ 

中
西・上
野2003: 23-29

﹈。

障
害
当
事
者
が「
わ
れ
ら
自
身
の
声
」を
あ
げ
始
め
る
端
緒
を
つ
く
っ
た
の

は
、
一
九
七
二
年
に
ア
メ
リ
カ
で
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
の

学
生
で
あ
っ
た
エ
ド・
ロ
バ
ー
ツ
が
始
め
た
自
立
生
活
運
動
で
あ
っ
た
。
彼

自
身
が
車
い
す
の
生
活
者
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ツ
は
、
介
助
サ
ー
ビ
ス
、
車
い

す
学
生
寮
、
車
椅
子
修
理
サ
ー
ビ
ス
、
障
害
者
へ
の
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ7

❖

の
障
害
学
生
支
援
を
提
供
し
、
七
二
年
に
初
の「
自
立
生
活
支
援 

セ
ン
タ
ー
」

C　
I　
L（C

enter for Independent Living

）を
設
立
し
た
。
障
害
者
自
身
が
サ
ー
ビ

障
害
者
運
動
の
歴
史

6

浴
び
た
。
制
度
設
計
者
た
ち
は
高
齢
者
の「
自
立
支
援
」と
障
害
者
の「
自
立

支
援
」と
を
一
本
化
し
て
、
老
障
統
合
を
図
ろ
う
と
一
貫
し
て
追
求
し
て
き

た
が
、
そ
の
試
み
は
こ
れ
ま
で
そ
の
つ
ど
、
障
害
者
の
当
事
者
運
動
の
は
げ

し
い
抵
抗
に
あ
っ
て
挫
折
し
て
き
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
制
度
設
計
者
の

側
は
、
利
用
料
に
制
約
の
あ
る
介
護
保
険
の
側
に
障
害
者
支
援
を
合
わ
せ
よ

う
と
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
障
害
者
自
立
支
援
法
は
、
介
護

保
険
法
と
は
分
離
さ
れ
た
制
度
と
し
て
成
立
し
た
。
二
〇
〇
六
年
の
障
害
者

自
立
支
援
法
の
成
立
に
あ
た
っ
て
は
、
介
護
保
険
並
み
に
利
用
料
上
限
を
設

定
し
よ
う
と
す
る
政
策
に
対
し
て
、
障
害
者
団
体
は
車
椅
子
デ
モ
で
抗
議
を

あ
ら
わ
し
、
こ
れ
を
撤
回
さ
せ
た
実
績
が
あ
る
。
応
能
負
担
の
み
は
制
度
上

残
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
も
施
行
後
は
げ
し
い
批
判
が
起
き
、
二
〇
〇
九

年
九
月
の
自
民
党
政
権
か
ら
民
主
党
政
権
へ
の
政
権
交
代
に
と
も
な
っ
て
、

長
妻
厚
労
大
臣（
当
時
）に
こ
の
法
律
の
廃
止
を
約
束
さ
せ
て
い
る
。
二
四
時

間
介
助
が
必
要
な
重
度
の
全
身
性
障
害
者
に
と
っ
て
は
、（
1
）利
用
料
上

限
が
あ
る
こ
と
は
死
活
問
題
で
あ
り
、（
2
）主
と
し
て
障
害
者
年
金（
全
盲
や

移
動
性
障
害
な
ど
一
級
の
障
害
者
で
年
間
約
八
〇
万
円
程
度
）で
暮
ら
す
多
く
の
障
害
者
に

と
っ
て
は
、
応
益
負
担
は
実
質
的
に
サ
ー
ビ
ス
の
切
り
下
げ
を
意
味
し
、
地

域
で
の
自
立
生
活
か
ら
施
設
や
家
族
の
も
と
へ
戻
る
し
か
な
い
選
択
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
人
々
を
生
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

障
害
者
の
当
事
者
団
体
の
抵
抗
と
要
求
に
よ
っ
て
、
障
害
者
自
立
支
援
法

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
介
護
保
険
法
よ
り
も
当
事
者
ニ
ー
ズ
に
よ
り
沿
っ
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ふ
た
つ
の
法
律
の
使
い
勝
手
の
違
い
に
も
現

❖
6 

国
連
の「
一
九
九
九
年
国
際
高
齢
者
年
」を
き
っ
か
け
に
、
高
齢
者
関
連
の
民
間
団
体
三
九

団
体
が
加
盟
し
て
一
九
九
八
年
に
設
立
さ
れ
た「
高
齢
者
年
N　
G　
O
連
絡
協
議
会
」（
略
称・
高
連

協
）が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
共
同
代
表
は
、  

堀
田
力（
財
団
法
人
さ
わ
や
か
福
祉
財
団
代
表
）と

 

樋
口
恵
子（
N　
P　
O
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
代
表
）の
二
人
。
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立
生
活 

セ
ン
タ
ー
協
議
会
が
結
成
さ
れ
、
全
国
公
的
介
護
保
障
要
求
者
組
合

の
一
部
も
加
わ
っ
た
。
九
二
年
に
は
全
国
障
害
者
介
護
保
障
協
議
会
が
結
成

さ
れ
、
全
国
自
立
生
活 

セ
ン
タ
ー
協
議
会
と
と
も
に
、
障
害
者
に
対
す
る
公

的
介
助
保
障
を
求
め
て
共
闘
し
て
い
く
こ
と
に
な
る8

❖

。

『
当
事
者
主
権
』の
共
著
者
の 

中
西
正
司
は
、
こ
の
過
程
に
二
〇
年
以
上
の

長
期
間
に
わ
た
っ
て
関
わ
り
、
全
国
自
立
生
活 

セ
ン
タ
ー
協
議
会
の
代
表
を

務
め
た9

❖

。
彼
に
は
、
介
護
保
険
の
原
型
を
つ
く
っ
た
の
は
、
自
分
た
ち
障
害

者
だ
、
と
い
う
強
い
自
負
が
あ
る
。
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
給

付
を
求
め
、
そ
の
供
給
の
責
任
を
中
央
政
府
も
し
く
は
地
方
政
府
が
公
的
に

負
う
、
と
い
う「
利
用
者
中
心
」の
理
念
と
制
度
の
原
型
は
、
た
し
か
に
障
害

者
介
護
保
障
へ
の
要
求
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
の
当
事
者

と
し
て
の
彼
ら
の
運
動
か
ら
見
れ
ば
、
現
実
に
成
立
し
た
介
護
保
険
は
、
彼

ら
の
要
求
に
遠
く
及
ば
な
い
不
十
分
な
制
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

介
護
保
険
法
成
立
時
、
対
象
者
に
高
齢
者
の
み
な
ら
ず
障
害
者
を
も
含
め

る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
っ
た
。
加
齢
に
と
も
な
う
場
合
で
も
そ

う
で
な
い
場
合
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
障
害
に
対
応
し
て
自
立
生
活
を
支

援
す
る
、
と
い
う
理
念
か
ら
言
え
ば
、
介
護
保
険
に
は
両
者
を
統
合
す
る

（
老
障
統
合
と
い
う
）根
拠
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、 

中
西
ら
は
介
護
保
険
へ
の
老
障
統
合
に
強
く
反
対
し
、
こ
の
課
題

は
持
ち
越
さ
れ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
介
護
保
険
が
利
用
限
度
額
を
設
定

し
て
い
る
た
め
に
、（
1
）二
四
時
間
介
助
が
必
要
な
在
宅
障
害
者
に
は
ま
っ

た
く
不
足
で
あ
る
こ
と
、（
2
）そ
れ
ま
で
自
治
体
が
提
供
し
て
き
た
サ
ー
ビ

ス
の
受
け
手
か
ら
担
い
手
に
な
り
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
歴
史
が
、

こ
こ
に
始
ま
っ
た
。

日
本
で
の
障
害
当
事
者
の
運
動
は
、
神
奈
川
県
で
障
害
児
の
養
育
に
疲
れ

た
母
親
が
、
脳
性
麻
痺
の
わ
が
子
を
殺
す
と
い
う
事
件（
一
九
七
〇
年
）を
き
っ

か
け
に
起
き
た
。
そ
の
母
親
の
減
刑
嘆
願
運
動
が
起
こ
り
、
執
行
猶
予
つ
き

の
寛
大
な
判
決
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
反
対
し
て
、
脳
性
麻
痺
者
た
ち
の
当
事

者
団
体
で
あ
っ
た「
青
い
芝
の
会
」が
、「
母
よ
、
殺
す
な
」と
裁
判
所
の
判
決

に
対
し
て
不
服
を
申
し
立
て
た
こ
と
に
よ
る
。

同
年
、
東
京
都
下
の
府
中
療
育 

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
障
害
者
の
人
権
侵

害
に
対
す
る
抗
議
運
動
が
起
き
た
。
入
居
時
に
、
施
設
側
の
処
遇
に
本
人
も

親
も
反
対
し
な
い
と
い
う
同
意
を
さ
せ
ら
れ
た
う
え
で
、
脳
を
ロ
ボ
ト
ミ
ー

さ
れ
た
り
、
女
性
は
子
宮
を
摘
出
さ
れ
る
な
ど
の
人
権
侵
害
が
横
行
し
て
い

た
こ
と
に
対
し
て
、
入
居
者
ら
が
都
庁
前
に
す
わ
り
こ
み
を
す
る
な
ど
し
て

抗
議
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
施
設
の
個
室
化
を
勝
ち
と
っ
た
だ
け

で
な
く
、
東
京
都
で
は
全
国
で
初
め
て
の
重
度
脳
性
麻
痺
者
介
護
人
派
遣
事

業
が
成
立
し
た
。
こ
の
制
度
は
後
に
全
身
性
障
害
者
介
護
人
派
遣
事
業
へ
と

発
展
し
た
。

一
九
八
六
年
に
は
、
日
本
で
初
め
て
の
本
格
的
な
自
立
生
活 

セ
ン
タ
ー
で

あ
る「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
協
会
」が
ス
タ
ー
ト
。
府
中
闘
争
を
担
っ
た
障
害
者

の
一
部
と
、
地
域
で
自
立
生
活
を
志
向
す
る
全
身
性
障
害
者
と
が
合
流
し
て
、

東
京
都
と
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を
国
の
制
度
と
す
る
こ
と
を
求
め
て
、
八
八
年

に
全
国
公
的
介
護
保
障
要
求
者
組
合
が
つ
く
ら
れ
た
。
九
一
年
に
は
全
国
自
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け
て
利
用
者
に
な
る
よ
り
、
障
害
者
手
帳
を
申
請
し
て
支
援
費
制
度
の
適
用

対
象
と
な
る
ほ
う
が
、
は
る
か
に
制
度
の
使
い
勝
手
は
よ
く
、
ま
た
サ
ー
ビ

ス
の
水
準
も
高
い
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
介
護
保
険
の
外
出
介
護
は
、
病
院
へ

の
通
院
や
役
所
の
窓
口
へ
出
向
く
な
ど
本
人
が
移
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合

に
利
用
が
限
ら
れ
て
い
る
が
、
支
援
費
制
度
の
も
と
の
外
出
介
助
は
、
友
人

宅
を
訪
問
す
る
こ
と
や
社
会
的
な
活
動
の
た
め
に
外
出
す
る
際
に
も
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
基
準
を
放
置
し
て
い
る
の
は
、
も
っ

ぱ
ら
高
齢
者
の
側
に
、
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
と
し
て
の
権
利
主
張
を
お
こ
な
う

運
動
体
を
欠
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

高
齢
者
は
す
で
に
人
口
学
的
に
は
二
二・
五
%（
二
〇
一
〇
年
）を
超
え
、
有

権
者
人
口
の
な
か
で
は
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム・
ゾ
ー
ン
を
占
め
る
。
政
治
的
に
は

ま
と
ま
れ
ば
強
力
な
利
益
団
体interest group

に
な
る
は
ず
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
要
介
護
当
事
者
と
し
て
の
利
益
を
代
弁
す
る
団
体
は
い
ま
だ

に
成
立
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
要
介
護
者
は
い
る
が
、
彼
ら
は
ニ
ー
ズ
の

「
当
事
者
」に
は
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ス
水
準
に
比
べ
て
も
、
確
実
に
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
が
起
き
る
こ
と
が
予
測
さ

れ
る
こ
と
、
さ
ら
に（
3
）保
険
料
の
徴
収
と
利
用
者
一
割
負
担
を
と
も
な
う

こ
と
で
、
措
置
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
経
済
的
負
担
が
増
え
る
こ
と

か
ら
、
新
た
な
制
度
に
よ
っ
て
障
害
者
の
サ
ー
ビ
ス
切
り
下
げ
が
起
き
る
こ

と
が
容
易
に
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
介
護
保
険
は
、「
加
齢
に
と
も
な
う
」障
害
の
み
に
利
用
を
限

定
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
障
害
者
に
対
し
て
は
別
の
枠
組
を
つ
く
る
こ
と
で

二
〇
〇
三
年
に
支
援
費
制
度
が
成
立
し
た
。
だ
が
、
老
障
統
合
の
課
題
は
そ

の
後
も
継
続
し
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
に
は
障
害
者
に
対
し
て
、
介
護
保
険

に
準
じ
て
応
益
負
担
を
求
め
る
障
害
者
自
立
支
援
法
が
成
立
し
た
。「
介
護

保
険
に
準
じ
る
」と
い
う
基
準
が
で
き
た
せ
い
で
、
障
害
者
福
祉
は
か
え
っ

て
ワ
リ
を
く
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
二
本
立
て
に
な
っ
て
い
る
高
齢
者
福
祉
と
障
害
者
福
祉
と
を
、
制
度

的
に
一
元
化
す
る
こ
と
は
政
府
の
福
祉
政
策
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
長
期

的
に
は
二
〇
歳
以
上
の
す
べ
て
の
国
民
を
対
象
に
、
公
的
障
害
保
険
制
度
が

成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
。 

中
西
ら
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
介
護
保
険
は
、

公
的
介
護
保
障
を
求
め
た
障
害
者
運
動
の
成
果
の
た
だ
乗
り
で
あ
り
、
か
つ

障
害
者
福
祉
を
高
齢
者
福
祉
の
低
い
水
準
の
ほ
う
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
意
味

し
、
と
う
て
い
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
制
度
の
二
本
立
て
状
態
は
、
介
護
保
険
の
利
用
者
に
と
っ
て
も
奇
妙

な
結
果
を
生
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
高
齢
で
生
活
的
自
立
A　
D　
L（Activities of 

D
aily Living

）に
困
難
が
と
も
な
う
場
合
、
介
護
保
険
の
要
介
護
度
認
定
を
受

❖
7 
ピ
ア・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
は
直
訳
す
れ
ば
専
門
家
に
よ
ら
な
い「
仲
間
同
士
の
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
」。
同
じ
問
題
を
抱
え
た
当
事
者
同
士
が
、
経
験
を
共
有
し
、
感
情
を
解
放
し
て
支
え
合

う
。
自
助
グ
ル
ー
プ
も
こ
の
一
種
で
あ
る
。
日
本
で
は 

安
積
遊
歩
が
推
進
し
て
い
る
。

❖
8 「
介
護
」と「
介
助
」の
違
い
に
つ
い
て
は
1
章
で
論
じ
た﹇
上
野2005

﹈。
注
意
し
て
も
ら
い
た

い
の
は
、
こ
の
時
点
ま
で
は
障
害
者
団
体
も「
介
護
」と
い
う
用
語
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

❖
9 

現
在
は
理
事・副
代
表
。
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が
ら
が
す
で
に
わ
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
1
）利
用
者
は
利
用
を
継

続
し
て
い
る
限
り
は
、
サ
ー
ビ
ス
に「
満
足
」と
答
え
る
傾
向
が
あ
り
、（
2
）

サ
ー
ビ
ス
に
不
満
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
口
に
し
な
い
か
、
黙
っ
て
利
用
の
継
続

を
と
り
や
め
る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
利
用
者

満
足
度
調
査
は
、
あ
て
に
な
ら
な
い
か
、
や
っ
て
も
無
駄
な
場
合
が
多
い
。

そ
れ
以
前
に
、「
利
用
者
」と
は
誰
な
の
か
?　
と
い
う
も
っ
と
根
本
的
な

問
い
が
あ
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
、
ほ
ん
と
う
に
要
介
護
者
本
人

な
の
か
、
そ
れ
と
も
家
族
介
護
者
な
の
か
?　
介
護
保
険
そ
の
も
の
が
、
高

齢
当
事
者
の
た
め
よ
り
介
護
家
族
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
見

て
き
た
。

ま
た
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
調
査
が
実
際
に
は
家
族
を
対
象
と
し
、
家
族

の
ニ
ー
ズ
や
家
族
が
求
め
る
サ
ー
ビ
ス
を
調
査
の
結
果
報
告
と
し
て
き
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
調
査
票
に
、「
も
し
利
用
者
ご
本

人
が
お
書
き
に
な
れ
な
い
場
合
は
、
ご
家
族
の
方
が
代
わ
っ
て
記
入
し
て

く
だ
さ
い
」と
あ
る
も
の
が
大
半
で
、
こ
れ
で
は
家
族
の
代
理
記
入
を
防
げ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
地
方
の
自
治
体
が
実
施
す
る
サ
ー
ビ
ス
利
用

調
査
で
は
、「
今
後
求
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
」に
、「
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
」よ
り
は
通
所
型
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
施
設
へ
の
入

所
が
容
易
に
な
る
こ
と
が
上
位
に
あ
げ
ら
れ
る
。
実
際
に
は
多
く
の
高
齢
者

が「
最
期
ま
で
在
宅
で
」を
望
む
こ
と
に
反
し
て
、
家
族
の
ほ
う
は
で
き
る
だ

け
高
齢
者
が
家
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
望
む
傾
向
が
あ
る
。
北
陸
の
あ
る
自
治

体
の
首
長
が
、「
調
査
を
し
て
み
た
ら
う
ち
の
自
治
体
で
は
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル

介
護
保
険
が
生
ま
れ
て
、
要
介
護
者
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
と
な
っ

た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
を
対
象
に
し
た
調
査
は
、

（
1
）そ
も
そ
も
当
事
者
ニ
ー
ズ
を
聞
こ
う
と
い
う
姿
勢
を
欠
い
た
パ
タ
ー
ナ

リ
ズ
ム
か
ら
、
ま
た（
2
）高
齢
に
よ
る
寝
た
き
り
、
言
語
障
害
、
認
知
症
等

に
対
す
る
調
査
の
技
術
的
困
難
か
ら
、
そ
し
て（
3
）そ
れ
ら
を
口
実
と
し
た

行
政
や
研
究
者
の
怠
慢
に
よ
っ
て
、
お
こ
な
わ
れ
ず
に
来
た
。
そ
の
背
後
に

は
、
当
事
者
意
識
を
欠
い
た
高
齢
者
の
長
き
に
わ
た
る
沈
黙
が
あ
る
。
利
用

者
が
何
を
求
め
、
何
を
感
じ
て
い
る
か
を
直
接
に
問
い
か
け
た
調
査
研
究
は
、

介
護
保
険
そ
の
も
の
の
歴
史
的
な
経
験
が
一
〇
年
経
っ
て
も
、
ま
だ
数
が
少

な
い
。
そ
の
な
か
で
も
い
く
つ
か
の
先
駆
的
な
研
究
を
紹
介
し
よ
う
。

介
護
保
険
は
サ
ー
ビ
ス
の
準
市
場
化
を
す
す
め
、
サ
ー
ビ
ス・
プ
ロ
バ
イ

ダ
ー
を
市
場
競
争
の
も
と
に
お
い
た
。
そ
う
な
れ
ば
ど
ん
な
商
品
に
も
と
も

な
う「
利
用
者
満
足（
消
費
者
満
足
と
も
い
う
）consum

er satisfaction
」を
調
査

す
る
必
要
性
と
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
だ
が
、
介
護
に
つ
い
て
は
、「
利
用

者
満
足
度
調
査
」を
お
こ
な
う
こ
と
が
い
ち
じ
る
し
く
む
ず
か
し
い
。
と
い

う
の
は
、（
1
）介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
経
験
が
浅
く
、
ま
た（
2
）サ
ー
ビ
ス

提
供
者
に
十
分
な
選
択
肢
が
供
給
さ
れ
て
い
な
い
状
態
の
も
と
で
は
、（
3
）

利
用
者
に
他
と
比
較
す
る
ほ
ど
十
分
な
被
介
護
体
験
が
な
く
、
か
つ（
4
）提

供
者
に
不
満
を
言
い
に
く
い
状
況
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

事
実
さ
ま
ざ
ま
な「
利
用
者
満
足
度
調
査
」の
結
果
か
ら
は
、
以
下
の
こ
と

利
用
者
満
足
と
は
何
か

7
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あ
っ
た
。
こ
の
調
査
結
果
か
ら
は
、
障
害
者
と
高
齢
者
の「
当
事
者
意
識
」の

落
差
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
が
得
ら
れ
る
。
一
部
を
紹
介
し
よ
う
。

「
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
お
け
る
抵
抗
感
」は
、「
な
い
」と「
あ
ま
り
な
い
」を
加

え
て
、
高
齢
者
が
七
五
%
、
障
害
者
が
八
二
%
。「
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
抵
抗

感
の
な
い
理
由
」と
し
て「
自
分
の
権
利
」と
答
え
た
の
が
高
齢
者
で
二
一
%
、

障
害
者
で
四
五
%
と
落
差
が
あ
る
。
対
象
者
が
い
ず
れ
も
高
齢
協
や
自
立
生

活 

セ
ン
タ
ー
の
利
用
者
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
こ
の
サ
ン
プ
ル
は
平
均
的
な

利
用
者
よ
り
は
権
利
意
識
の
強
い
自
覚
的
な
利
用
者
で
あ
る
と
い
う
バ
イ
ア

ス
が
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
さ
え
、
こ
れ
だ
け
の
権

利
意
識
の
差
が
あ
る
。
障
害
者
に
比
べ
て
高
齢
者
が
、「
ニ
ー
ズ
の
主
人
公
」

「
権
利
主
体
」と
し
て
の「
当
事
者
」に
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の

デ
ー
タ
か
ら
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
サ
ー
ビ
ス
利
用
へ
の
抵
抗
感
の
理
由
」に
は
、「
自
宅
に
他
人
が
入
る
」こ

と
と
か「
他
人
と
接
す
る
の
は
緊
張
す
る
」と
い
っ
た
両
者
に
共
通
す
る
理

由
を
除
け
ば
、
高
齢
者
に
特
徴
的
な
の
は「
家
族
に
介
護
し
て
も
ら
い
た
い
」

プ
よ
り
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
う
が
ニ
ー
ズ
が
高
い
ん
で
す
よ
」と
発
言
す
る

現
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の「
ニ
ー
ズ
」は
、
い
っ
た
い
誰
の

「
ニ
ー
ズ
」な
の
だ
ろ
う
か
?

ほ
ん
と
う
に
要
介
護
者
本
人
を
対
象
に
し
た
こ
と
が
確
実
な
調
査
は
、
数

が
多
く
な
い
。
そ
の
な
か
に
は
量
的
な
調
査
と
質
的
な
調
査
と
が
あ
る
。

量
的
な
調
査
の
ひ
と
つ
に
、
日
本
高
齢
者
生
活
協
同
組
合
連
合
会（
略
称・

高
齢
協
）が
全
国
自
立
生
活 

セ
ン
タ
ー
協
議
会（
C　
I　
L
）と
協
力
し
て
実
施
し

た『
高
齢
者・
障
害
者
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
実
態・
意
識
調
査
』﹇2004

﹈が
あ
る10

❖

。

調
査
は
日
本
財
団
の
支
援
で「
高
齢
者
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
調
査・

研
究
事
業
」の
一
環
と
し
て
二
〇
〇
三
年
五
‐
六
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
エ

ン
パ
ワ
メ
ン
ト
と
は
報
告
書
に
よ
れ
ば
、「
当
事
者
が
、
当
事
者
に
よ
る
支

援
を
受
け
、
自
己
尊
厳
を
獲
得・回
復
し
、
ま
た
経
験
を
積
み
重
ね
な
が
ら

生
活
能
力
、
自
己
決
定
能
力
を
の
ば
し
て
い
く
こ
と
」﹇
高
齢
協2004: 104
﹈と

説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
調
査
は
、（
1
）介
護
保
険
、
支
援
費
制
度
そ
れ
ぞ
れ
の
施
行
後
の
経

験
に
も
と
づ
い
て
、（
2
）要
介
護
／
介
助
の
当
事
者
を
対
象
に
し
た
こ
と
が

確
実
で
、（
3
）高
齢
協
、
C　
I　
L
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
当
事
者
主
体
の
サ
ー
ビ

ス
提
供
事
業
を
お
こ
な
っ
て
き
た
N　
P　
O
の
利
用
者
に
対
し
て
協
セ
ク
タ
ー

の
事
業
の
質
を
問
い
、
そ
の
う
え
で（
4
）高
齢
者
、
障
害
者
の
サ
ー
ビ
ス
利

用
に
つ
い
て
の
実
態
と
意
識
の
比
較
を
お
こ
な
う
点
で
、
画
期
的
な
も
の
で

高
齢
者
と
障
害
者
の
比
較

8

❖
10 

高
齢
者
に
つ
い
て
は
高
齢
者
協
同
組
合・労
働
者
協
同
組
合
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
う

ち
、
要
介
護
度
3
以
上
で
本
人
が
回
答
可
能
な
者
二
〇
〇
人
、
有
効
回
答
数
は
一
七
三
票
、
回
収

率
は
八
六・五
%
で
あ
る
。
障
害
者
に
つ
い
て
は
自
立
生
活 

セ
ン
タ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
う
ち
、

上
肢
と
下
肢
の
両
方
に
障
害
を
持
つ
障
害
者
一
級
も
し
く
は
こ
れ
に
準
じ
る
者
、
東
京
お
よ
び
大

阪
の
大
都
市
圏
各
二
五
〇
人
、
そ
れ
以
外
の
地
域
で
二
五
〇
人
を
め
ど
に
、
計
七
四
七
人
を
対
象

と
し
た
。
有
効
回
答
数
は
四
六
四
票
、
回
収
率
は
六
二・
一
%
で
あ
る
。
調
査
法
は
、
障
害
者
に

つ
い
て
は
郵
送
法
、
高
齢
者
に
つ
い
て
は
質
問
紙
に
よ
る
面
接
調
査
法
、
面
接
員
に
は「
く
れ
ぐ

れ
も
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
で
あ
る
高
齢
者
の
方
に
ご
回
答
頂
い
て
く
だ
さ
い
」と
指
示
が
あ
る
。
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活
は
難
し
い
と
い
う
実
態
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
」と
指
摘
す
る﹇
高
齢

協2004: 96

﹈。

社
会
参
加
の
希
望
と
経
験
を
聞
い
た
項
目
で
は
、
高
齢
者
と
障
害
者
の

落
差
が
き
わ
だ
つ
。
障
害
者
は
多
い
順
に
買
い
物（
八
五・
五
%
）、
泊
ま
り
が

け
の
旅
行（
七
八・
九
%
）、
趣
味
を
楽
し
む
た
め
の
外
出（
七
六・
四
%
）、
映
画
や

お
芝
居
を
観
に
行
く（
六
八
%
）、
学
校
や
仕
事
に
行
く（
五
三・六
%
）、「
友
人
と

の
外
出・
デ
ー
ト
」（
五
〇・
一
%
）を
希
望
し
、
そ
の
希
望
を
ほ
ぼ
達
成
し
て
い

る
の
に
対
し
、
高
齢
者
は
す
べ
て
の
項
目
に
わ
た
っ
て
二
〇
%
台
以
下
の
希

望
率
と
な
り
、
し
か
も
そ
の
希
望
は
ほ
と
ん
ど
か
な
え
ら
れ
て
い
な
い
。
対

照
的
な
の
は
、「
迷
惑
を
か
け
る
の
で
望
ま
な
い
」と
い
う
答
の
数
値
が
障
害

者
二・
四
%
に
対
し
、
高
齢
者
が
二
〇
%
と
約
一
〇
倍
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
高
齢
者
の「
ニ
ー
ズ
」の
水
準
そ
の
も
の
が
低
く
抑
制

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
調
査
で
ず
ば
り
利
用
者
満
足
度
に
あ
た
る
の
が「
介
護（
助
）者
の
評

価
」と
い
う
項
目
で
あ
る
。「
評
価
で
き
る
」の
回
答
率
を
一
〇
〇
点
を
満
点

と
す
る
満
足
度
得
点
と
す
れ
ば
、
回
答
平
均
は
高
齢
者
が
八
一・
三
、
障
害

者
が
八
〇・
七
と
い
ず
れ
も
高
い
。
だ
が
、
評
価
項
目
の
内
容
を
比
べ
る

と
、
こ
こ
で
も
対
照
的
な
違
い
が
浮
か
び
上
が
る
。「
高
齢
者
と
障
害
者
の

差
が
目
立
つ
項
目
」と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、「
介
護
者
／
介
助
者
に
望
む

こ
と
」と
し
て「
あ
な
た（
＝
利
用
者
）の
指
示
に
従
う
」高
齢
者
八
一・八
%
、
障

害
者
九
四・
八
%
、「
頼
ま
な
く
て
も
動
く
」高
齢
者
七
六・
七
%
、
障
害
者

四
一・八
%
と
な
り
、
報
告
書
は「
高
齢
者
の
ほ
う
が
介
護
者
に
対
し
て
依
存

（
一
六
%
）と
い
う
希
望
で
あ
り
、
障
害
者
の
側
で
は「
で
き
る
だ
け
自
分
で
や

り
た
い
」（
二
三
%
）が
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
推
測
で
き

る
こ
と
は
、
高
齢
者
が
家
族
介
護
を
望
む
一
方
で
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

を
決
定
し
て
い
る
の
が
家
族
の
側
で
あ
る
と
い
う
事
情
だ
。
自
立
生
活
を
実

践
し
て
い
る
障
害
者
に「
家
族
介
護
」の
選
択
肢
が
な
い
の
は
も
と
よ
り
だ

が
、
彼
ら
は
む
し
ろ
家
族
介
護
を
拒
否
し
て「
自
立
」を
選
ん
で
い
る
。
そ
の

彼
ら
に
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
は
、
た
と
え
権
利
の
行
使
で
あ
れ
、

で
き
れ
ば
避
け
た
い
選
択
肢（「
家
に
他
人
が
入
る
こ
と
に
抵
抗
感
」二
二
%
、「
他
人
と
接

す
る
と
緊
張
」二
四
%
、「
で
き
れ
ば
自
分
で
」一
八
%
）で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
上
限
を
は
ず
す
と
利
用
高
が
天
井
知
ら
ず
に
な
る
と
し
ば

し
ば
言
わ
れ
て
き
た
批
判
は
、
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
は
当
た
ら
な
い
。「
自
分

で
で
き
な
い
」か
ら
こ
そ
他
人
の
介
助
を
得
る
と
い
う
経
験
は
、
当
事
者
に

と
っ
て
も
必
ず
し
も
好
ま
し
い
経
験
と
は
言
え
ず（
つ
ね
に
他
人
の
監
視
下
に
お
か

れ
る
と
か
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
な
い
な
ど
）、
で
き
れ
ば
避
け
た
い
経
験
と
し
て
抑
制
さ

れ
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
だ
。
事
実
、「
全
く
抵
抗
感
が
な
い
」人
の
利
用
合
計

時
間
平
均
は
長
く
、「
抵
抗
感
が
あ
る
」人
の
利
用
合
計
時
間
平
均
は
短
い
こ

と
を
、
報
告
書
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
違
い
は
利
用
時
間
の
長
さ
の
違
い
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
月
平
均
利
用
時
間
は
高
齢
者
が
三
九・
五
時
間
、
障
害
者
は
二
八
四

時
間
と
圧
倒
的
な
差
が
あ
る
。
報
告
書
は「
障
害
者
の
支
援
費
制
度
で
は
単

身
の
重
度
障
害
者
で
あ
っ
て
も
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
お
く
れ
て
い
る

が
、
介
護
保
険
制
度
で
は
単
身
で
家
族
介
護
を
受
け
ら
れ
な
い
人
の
在
宅
生
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関
係
者
の「
介
護
の
質
の
向
上
」へ
の
熱
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肝
心

の
現
に
介
護
を
受
け
つ
つ
あ
る
高
齢
者
の
意
見
は
、
間
接
的
に
し
か
伝

わ
っ
て
こ
な
い
。
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
側（
事
業
者・職
員
）の
発
言
力
に
比
べ

れ
ば
、
利
用
者（
要
介
護
高
齢
者
）が
発
言
す
る
機
会
は
乏
し
く
、
当
事
者

団
体
の
よ
う
な
組
織
を
含
め
、
い
ま
だ
意
見
反
映
の
シ
ス
テ
ム
化
が
な

さ
れ
て
い
な
い
。
事
業
者・
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
側
を
通
し
て
以
外

は
、
個
別
の
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
、
研
究
者
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
通
じ

て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
程
度
で
あ
る12

❖

。

 

﹇
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会2006: 8

﹈

こ
の
調
査
に
は「
介
護
職
員
に
期
待
す
る
内
容
」は
あ
る
が
、
現
状
に
対
す

る
満
足
度
を
問
う
調
査
項
目
は
な
い
。
だ
が「
期
待
」の
裏
側
に
現
在
の
不
満

が
浮
か
び
上
が
り
、
詳
細
に
書
き
こ
ま
れ
た
自
由
回
答
欄
か
ら
具
体
的
な

個
々
の
不
満
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
介
護
職
員
に
必
要
と
さ
れ
る
人
柄
や
態
度
」で
は
要
介
護
者
と
家
族
に
違

い
が
あ
る
。
要
介
護
者
が
期
待
す
る
項
目
の
ベ
ス
ト・
ス
リ
ー
は「
対
応
が

的
で
あ
り
、
障
害
者
の
ほ
う
が
介
護
者
に
対
し
て
も
自
己
決
定
の
尊
重
を
求

め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」と
分
析
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
報
告
書
は「
高
齢
者
と
障
害
者
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す

る
意
識
は
大
き
く
違
い
、
高
齢
者
は「
自
己
決
定
」「
権
利
性
」「
社
会
参
加
」の

視
点
が
弱
い
」と
言
い
、「
今
後
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
上

で
」「
高
齢
者
の
意
識
と
制
度
の
両
面
に
課
題
が
あ
る
」と
結
論
す
る﹇
高
齢
協

2004: 97

﹈。
本
書
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
裏
づ
け
る
貴
重
な
デ
ー
タ
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
が
二
〇
〇
六
年
に
独
自

に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
書『
高
齢
者
と
家
族
が
介
護
職
員
に
期

待
す
る
も
の
』を
あ
げ
よ
う11

❖

。
こ
の
会
は
独
自
の
調
査
研
究
を
次
々
に
実
施

し
て
き
て
い
る
が
、「
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る（
中
略
）高
齢
者
を
対
象
に
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
の
は
今
回
が
初
め
て
」で
あ
る
と
し
、「
全
国
的
に

も
ほ
と
ん
ど
先
行
例
は
な
い
で
あ
ろ
う
」と
自
負
す
る
。
高
齢
社
会
を
よ
く

す
る
女
性
の
会
は
、
こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
介
護
世
代
の
利
益
を
代

弁
し
て
き
た
が
、
会
員
の
高
齢
化
に
と
も
な
っ
て
要
介
護
世
代
へ
と
目
を
向

け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
調
査
は
そ
の
徴
候
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
も

し
日
本
に
要
介
護
高
齢
者
の
利
益
団
体
が
成
立
す
る
と
し
た
ら
、
こ
の
会
が

そ
の
ひ
と
つ
の
受
け
皿
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

報
告
書
は
、「
調
査
の
動
機
と
目
的
」を
、「
措
置
時
代
の
要
介
護
者
は「
も

の
言
わ
ぬ
人
々
」で
あ
っ
た
」と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

当
事
者
と
家
族
の
比
較

9

❖
11 
対
象
者
は
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
の
各
地
の
会
員
お
よ
び
そ
の
関
係
者
で
、
要

支
援
か
ら
要
介
護
度
5
ま
で
に
認
定
さ
れ
た
高
齢
者
と
そ
の
家
族
に
、
同
一
の
質
問
票
を
配
布
し
、

聞
き
取
り
も
し
く
は
自
記
式
で
回
答
を
求
め
た
も
の
。
回
答
数
は
要
介
護
者
本
人
が
三
五
八
票
、

家
族
票
を
含
め
て
七
八
四
票
、
う
ち
要
介
護
者
と
家
族
票
が
セ
ッ
ト
で
得
ら
れ
た
も
の
が
一
六
二

セ
ッ
ト
三
二
四
票
に
の
ぼ
る
。
配
布
方
法
の
性
格
か
ら
、
回
収
率
は
不
明
。

❖
12 

こ
の
序
文
に
署
名
は
な
い
が
、
代
表
の 

樋
口
恵
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
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か
ら
な
い
。
ま
た「
専
門
性
や
技
術
」の
項
目
と
し
て
以
上
の
項
目
群
が
選
択

肢
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ど
の
よ
う
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

も
と
づ
く
も
の
か
も
、
報
告
書
で
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
種
の
議
論
に
は
、

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に
も
と
づ
く
質
的
な
調
査
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

資
格
要
件
に
つ
い
て
は
要
介
護
者
は「
人
柄
が
よ
け
れ
ば
資
格
は
不
要
」と

考
え
、
家
族
は「
実
務
経
験
の
あ
る
中
高
年
有
資
格
者
」を
求
め
て
い
る
。
要

介
護
者
本
人
は
介
護
者
に
学
歴
も
国
家
資
格
も
期
待
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ

を
要
求
し
て
い
る
の
は
家
族
の
ほ
う
で
あ
る
。
現
場
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
で
は
資

格
と
能
力
に
相
関
が
な
い
こ
と
は
た
び
た
び
耳
に
し
た
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実

質
的
な
意
思
決
定
権
を
持
つ
家
族
は
、「
介
護
の
質
」の
ク
ォ
リ
テ
ィ・
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
た
め
に
客
観
的
な
指
標
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
は「
介
護
職
員
を
選
ぶ
」基
準
に
も
反
映
し
て
い
る
。
全
体
で
は
八
割

近
く
が「
人
柄・態
度
」を
選
び
、
二
割
弱
が「
技
術・専
門
性
」を
選
択
し
て
い

る
が
、「
人
柄・
態
度
」の
選
好
は
家
族
よ
り
要
介
護
者
に
、
男
性
よ
り
女
性

に
、
そ
し
て
年
齢
が
上
が
る
ほ
ど
、
高
い
。
要
介
護
度
別
で
は
要
介
護
度
が

重
度
に
な
れ
ば「
技
術・専
門
性
」が
若
干
上
昇
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
報
告

書
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
す
べ
て
の
年
齢
、
す
べ
て
の
要
介
護
度
で『
人

柄・
態
度
』が
圧
倒
的
」﹇
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会2006: 42

﹈に
選
好
さ
れ
て

い
る
事
実
が
あ
る
。
ケ
ア
が
相
互
関
係
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の

結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
自
由
回
答
欄
に
は
、「
多
ぜ
い
の
ヘ
ル
パ
ー

で
変
わ
る
こ
と
な
く
決
ま
っ
た
」（
原
文
の
マ
マ
）人
に
対
応
し
て
ほ
し
い
と
い

う
希
望
が
出
て
く
る
が
、
介
護
者
の
固
定
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク

や
さ
し
い
」「
話
を
聞
い
て
く
れ
る
」「
責
任
感
が
あ
る
」だ
が
、
家
族
に
な
る

と「
責
任
感
が
あ
る
」「
対
応
が
や
さ
し
い
」「
仕
事
に
喜
び
を
持
っ
て
い
る
」の

順
に
な
る
。
要
介
護
者
は
相
互
関
係
に
関
わ
る
要
因
を
重
視
し
、
家
族
は
よ

り
プ
ロ
と
し
て
の
側
面
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
要
介
護
者
の
年

齢
が
上
が
る
ほ
ど
、「
対
応
が
や
さ
し
い
」「
話
を
聞
い
て
く
れ
る
」の
項
目

の
期
待
度
が
上
昇
す
る
傾
向
が
あ
る
。
在
宅
と
施
設（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老

人
保
健
施
設
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
等
）の
利
用
者
の
間
で
も
違
い
が
あ
り
、

「
対
応
が
や
さ
し
い
」は
在
宅
五
一・
四
%
に
対
し
て
施
設
五
八・
四
%
、「
話

を
聞
い
て
く
れ
る
」が
在
宅
四
三・
二
%
、
施
設
五
一・
九
%
と
い
ず
れ
も
後

者
に
高
く
、
施
設
入
居
者
が
人
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
よ
り
強
く

求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
裏
返
し
に
言
え
ば
、
施
設
職
員
が
入
居
者
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
も
と
れ
な
い
ほ
ど
、
忙
し
い
こ
と
の
反
映

で
も
あ
ろ
う
。

「
介
護
職
員
に
必
要
と
さ
れ
る
専
門
性
や
技
術
」で
は
、
期
待
さ
れ
る
項
目

の
ベ
ス
ト・
ス
リ
ー
は
要
介
護
者
で「
状
態
の
変
化
に
応
じ
た
介
護
」「
身
体

介
護
が
上
手
」「
相
談
事
に
対
応
で
き
る
」、
家
族
で
は
一
、二
位
ま
で
が
同

じ
、
三
位
に「
ケ
ア
マ
ネ
と
の
連
絡
」が
来
る
。
他
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
項
目

は
、
多
い
順
に「
家
事
能
力
が
優
れ
る
」「
調
理
が
上
手
」「
専
門
知
識
が
豊
富
」

「
福
祉
制
度
に
詳
し
い
」「
他
の
職
種
と
の
連
携
」「
医
療
行
為
へ
の
心
得
」（
い

ず
れ
も
原
文
の
マ
マ
）だ
が
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
、
要
介
護
者
の
居
住
、
要
介
護

度
、
身
体
状
況
、
同
居
家
族
の
有
無
等
々
の
条
件
に
よ
っ
て
個
別
に
大
き
な

違
い
が
あ
る
か
ら
、
平
均
を
出
す
こ
と
に
ど
れ
く
ら
い
意
味
が
あ
る
か
は
わ
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則
日
本
人
で
あ
る
、（
5
）国
家
試
験
を
経
た
有
資
格
者
で
あ
る
、（
6
）責
任

感
が
あ
る
、（
7
）対
応
が
や
さ
し
い
、（
8
）こ
の
仕
事
に
喜
び
を
持
っ
て
い

る
、（
9
）話
を
聞
い
て
く
れ
る
、（
10
）状
態
の
変
化
に
応
じ
た
介
護
が
で
き

る
。「
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
期
待
す
る
介
護
職
員
像
」が
こ
れ
で「
わ
が

国
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
」と
言
う
が
、
こ
の
結
果
は
正
確
に
言
え
ば
、

「
利
用
者
と
そ
の
家
族
」の
回
答
を
総
合
し
た
結
果
で
あ
る
。
も
し
利
用
者
本

人
に
の
み
限
定
す
れ
ば
、
介
護
職
員
に
期
待
さ
れ
る
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
以

上
の
デ
ー
タ
か
ら
は
も
う
少
し
力
点
の
置
き
方
が
違
う
よ
う
に
描
か
れ
る
で

あ
ろ
う
。

こ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、
報
告
書
は
以
下
の
提
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
1
）時
期
を
定
め
た
数
値
目
標
を
設
定
し
、
行
動
計
画
に
よ
る
実
施
に

着
手
す
る
こ
と

（
2
）介
護
職
を
魅
力
と
働
き
が
い
の
あ
る
仕
事
と
し
て
確
立
す
る
こ
と

（
3
）介
護
職
員
の
定
数
の
見
直
し
と
待
遇
改
善

（
4
）事
業
者
の「
介
護
の
質
の
向
上
」へ
の
責
任
と
経
営
努
力

（
5
）今
後
の
研
修
シ
ス
テ
ム・研
修
内
容
に
利
用
者
と
く
に
要
介
護
者

の
声
を
反
映
さ
せ
る
こ
と

（
6
）介
護
者
の
資
格
や
研
修
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
公
開

（
7
）利
用
者
お
よ
び
社
会
全
体
が
、
介
護
お
よ
び
介
護
者
の
重
要
性
を

認
識
し
、
介
護
保
険
利
用
に
あ
た
っ
て
は
節
度
を
保
つ
こ
と

（
8
）高
齢
者
介
護
の
障
害
者
介
護
と
の
関
連
、
外
国
人
労
働
力
の
導
入

を
と
も
な
う
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
注
意
す
べ
き
は
、「
人
柄・
態
度
」は
客
観
的
に
判
定
さ
れ
る
介
護
職

員
の
属
性
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
離
婚
理
由
の
う
ち
の「
性
格

の
不
一
致
」と
い
う
項
目
が
、
い
わ
く
言
い
が
た
い
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
の「
ブ

ラ
ッ
ク・ボ
ッ
ク
ス
」で
あ
る
よ
う
に
、「
人
柄・態
度
」も「
技
術・専
門
性
」で

測
れ
な
い
人
間
関
係
上
の
諸
要
因
を
示
し
て
い
る
。
あ
る
職
員
が
特
定
の
要

介
護
者
と
折
り
合
い
が
悪
く
て
も
、
他
の
要
介
護
者
と
は
う
ま
く
い
く
こ
と

も
あ
る
。
ま
た
そ
の
関
係
は
日
時
や
状
況
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
。
ケ
ア
に

お
け
る
関
係
の
相
互
性
と
は
、
関
係
の
個
別
性
と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い

し
、
ま
し
て
や
関
係
の
固
定
性
と
同
じ
で
も
な
い
。

こ
の
調
査
は「
外
国
人
の
介
護
職
員
」の
是
非
に
つ
い
て
も
問
う
て
い
る
。

五
〇
%
以
上
の
要
介
護
者
が「
原
則
日
本
人
で
」を
期
待
す
る
の
は
た
ん
な
る

排
外
主
義
で
は
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
生
活
習
慣
の
違
い
に
、
要

介
護
者
が
不
安
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。「
施
設
職
員

な
ら（
外
国
人
で
も
）よ
い
」の
回
答
が
家
族
で
は
二
位
に
来
て
、
要
介
護
者
の

回
答
を
上
回
っ
て
い
る
の
は
、
家
族
が
当
事
者
ニ
ー
ズ
を
代
弁
す
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
を
証
し
立
て
る
。
外
国
人
を
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
と
同
一
視
す
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
資
格
や
技
術
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
家
族
と
要

介
護
者
本
人
と
の
期
待
に
は
、
落
差
が
あ
る
。

報
告
書
は「
ま
と
め
」で「
期
待
さ
れ
る
介
護
職
員
像
」に
以
下
の
一
〇
項

目
を
あ
げ
る
。（
1
）三
年
以
上
の
介
護
経
験
を
積
ん
で
い
る
、（
2
）四
〇

代・
五
〇
代
の
女
性
で
あ
る
、（
3
）実
生
活
で
介
護
経
験
が
あ
る
、（
4
）原
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実
は
、
利
用
者
調
査
は
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
の
も
の
が「
わ

が
国
で
初
め
て
」で
は
な
い
。
わ
た
し
自
身
が
主
導
し
た
も
の
で
、
介
護
保

険
施
行
後
の
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
、
東
京
大
学
文
学
部
社
会
学
研
究
室
が
九

州
の
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
と
共
同
で
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
に
属
す
る
福
祉

ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
訪
問
介
護
利
用
者
を
対
象
に
、
実
施
し
た
調

査
が
あ
る﹇
東
京
大
学
文
学
部
社
会
学
研
究
室・グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
福
祉
連
帯
基
金2001

﹈。
こ

の
調
査
は
量
的
調
査
と
質
的
調
査
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
量
的
調
査

の
ほ
う
は
、
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
と
同
じ
く
、
共
通
し
た
質
問

票
を
要
介
護
者
と
家
族
の
双
方
に
対
し
て
配
布
し
、
当
事
者
ニ
ー
ズ
と
家
族

ニ
ー
ズ
が
比
較
で
き
る
よ
う
に
し
た13

❖

。
さ
ら
に
そ
の
う
ち
か
ら
要
介
護
度
別

に
六
類
型
計
一
三
事
例
を
選
び
、
各
事
例
に
つ
い
て
本
人
、
家
族
、
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
、
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
半
構
造
化
自
由
回
答
法14

❖

に
よ
る
面
接
調
査

を
実
施
し
、
計
五
四
件
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー・デ
ー
タ
を
得
た
。

定
量
調
査
か
ら
見
た「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
へ
の
抵
抗
感
」は
、「
抵
抗
あ

り
」「
や
や
抵
抗
あ
り
」を
合
計
し
て
本
人
が
四
二・
七
%
、
家
族
が
二
六・
六

%
、
抵
抗
の
理
由
の
ベ
ス
ト・ス
リ
ー
は
本
人
で「
自
宅
に
家
族
以
外
の
人
が

入
る
の
に
抵
抗
が
あ
る
」五
五・
二
%
、「
介
護
は
家
族
に
や
っ
て
も
ら
い
た

い
」一
七・
二
%
、「
近
所
や
親
族
の
手
前
利
用
し
に
く
い
」一
七・
二
%
、
家

族
は「
自
宅
に
家
族
以
外
の
人
が
入
る
の
に
抵
抗
が
あ
る
」六
八・八
%
、「
近

所
や
親
族
の
手
前
利
用
し
に
く
い
」二
五・
〇
%
、「
介
護
は
家
族
で
行
い
た

利
用
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
評
価

10

な
ど
、
こ
れ
か
ら
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

介
護
の
専
門
性
、
介
護
職
員
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ひ
ろ
く
国
民

的
論
議
を
行
う
こ
と 

﹇
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会2006: 18-21

﹈

な
か
に
は
調
査
項
目
が
扱
わ
な
い
提
言
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
結
論
は

こ
の
会
の
か
ね
て
よ
り
の
主
張
と
重
な
る
が
、
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
な
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け（
5
）の
介
護
者
研
修
へ
の「
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
」

参
加
の
確
保
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

介
護
保
険
法
は
、
そ
の
な
か
に
住
民
参
加
の
し
く
み
を
、
介
護
保
険
事
業

計
画
策
定
委
員
会
の
名
の
も
と
に
含
ん
で
い
た
。
策
定
過
程
に
関
与
し
た 

樋

口
恵
子
は
、
こ
れ
を「
住
民
参
加
の
D　
N　
A
を
仕
込
ん
で
お
い
た
」と
表
現
す

る
。
だ
が
、
実
質
的
に
は
こ
の
委
員
会
は
指
名
委
員
で
大
半
を
占
め
ら
れ
、

公
募
委
員
の
制
度
が
な
い
か
、
あ
っ
て
も
少
数
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
、
制
度

の
設
計
企
図
ど
お
り
に
は
機
能
し
て
い
な
い
。
積
極
的
に
参
加
を
求
め
る
公

募
委
員
も
、
事
業
者
側
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
家
族
の
会
の
関
係
者
な
ど
に
と

ど
ま
っ
て
お
り
、
肝
心
の
利
用
者
の
声
が
反
映
さ
れ
る
し
く
み
に
は
な
っ
て

い
な
い
。
ち
な
み
に
事
業
体
に
お
け
る
こ
の
傾
向
を
防
ぐ
た
め
に
、
自
立
生

活 

セ
ン
タ
ー
で
は
、
代
表
お
よ
び
理
事
の
半
数
以
上
を
か
な
ら
ず
障
害「
当

事
者
」と
す
る
規
定
を
持
っ
て
い
る
。
事
業
者
と
利
用
者
、
介
護
の
与
え
手

と
受
け
手
の
乖
離
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
し
な
い
と
当
事
者
の
利

益
は
守
ら
れ
な
い
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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て
い
る
」二
八・八
%
、「
利
用
料
金
が
安
い
」二
七・〇
%
、「
ヘ
ル
パ
ー
同
士

の
連
携
が
と
れ
て
い
る
」二
六・五
%
。
上
位
五
項
目
の
な
か
に
、
ふ
た
つ
も

料
金
に
関
す
る
回
答
が
あ
り
、
こ
の
ふ
た
つ
の
両
方
も
し
く
は
い
ず
れ
か
一

方
を
選
択
し
た
人
を
合
計
す
る
と
四
〇
%
に
の
ぼ
り
、
ト
ッ
プ
に
来
る
。
こ

の
費
用
対
効
果
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

調
査
時
点
は
介
護
保
険
法
施
行
直
後
、
保
険
料
と
利
用
料
と
の
負
担
か
ら
、

従
来
以
上
に
利
用
者
の
要
求
が
き
び
し
く
な
っ
た
と
ヘ
ル
パ
ー
ら
が
受
け
止

め
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
、「
利
用
料
金
に
見
合
う
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

て
い
る
」に
対
す
る
回
答
は
高
い
満
足
度
を
示
す
。
だ
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

は
全
国
一
律
の
公
定
価
格
だ
か
ら
、「
利
用
料
金
が
安
い
」と
い
う
項
目
は
お

か
し
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
の
福
祉
ワ
ー

カ
ー
ズ
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
介
護
保
険
の
指
定
事
業
所
と
し
て
参
入
を
決
め
た

が
、
利
用
者
の
多
く
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
継
続
的
な
利
用
者
で
あ
り
、
限
度

額
を
超
え
る
保
険
外
利
用
に
つ
い
て
は（
民
間
の
事
業
者
が
公
定
価
格
ど
お
り
の
利
用

い
」一
八・
八
%
と
、
温
度
差
が
あ
る
。
家
族
の
ニ
ー
ズ
は
、
介
護
を
外
注

す
る
こ
と
に
抵
抗
は
な
い（
七
三・
四
%
）が
、
家
に
他
人
が
入
っ
て
も
ら
う
の

は
わ
ず
ら
わ
し
い
、
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
も
の
だ
。
家
族
介
護
規
範
に
つ

い
て
も
、「
家
族
と
し
て
介
護
す
る
の
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
」に
同
意
す
る

か
ど
う
か
で
は
、「
と
て
も
思
う
」は
四
六・
七
%
に
対
し
、「
や
や
思
う
」が

四
〇・二
%
、「
あ
ま
り
思
わ
な
い
」が
一
二・三
%
、
つ
ま
り
親
を
看
る
気
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
過
重
な
負
担
は
避
け
た
い
、
と
い
う
ホ
ン
ネ
が
見

え
る
。

肝
心
の
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
へ
の
評
価
は
ど
う
か
?　
利
用
者
本
人

に
よ
る「
満
足
し
て
い
る
」五
六・〇
%
と「
や
や
満
足
し
て
い
る
」三
二・七
%

の
合
計
は
八
八・七
%
と
圧
倒
的
だ
が
、「
他
の
事
業
所
を
利
用
し
た
経
験
が

な
い
」利
用
者
が
二
四・七
%
、
そ
の
う
え
、
こ
の
利
用
者
調
査
に
は
、
サ
ン

プ
リ
ン
グ
に
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
調
査
当
時
に
グ

リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
継
続
し
て
い
る
利
用
者
を
対
象

に
、
事
業
者
を
経
由
し
て
お
願
い
し
た
た
め
に
、
い
わ
ば
満
足
度
の
高
い
優

等
生
の
利
用
者
ば
か
り
に
偏
る
と
い
う
サ
ン
プ
リ
ン
グ・バ
イ
ア
ス
が
生
じ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
他
の
事
業
体
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
経
験
者

に
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
と
他
事
業
体
の
比
較
を
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
一

例
を
除
い
て
、
全
員
が
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
を
相
対
評
価
に
お
い
て
も
高
く
判

定
し
た
。
評
価
の
理
由
は（
複
数
回
答
）、
多
い
順
番
に「
ヘ
ル
パ
ー
が
自
分
の

考
え
を
理
解
し
て
く
れ
る
」三
九・
五
%
、「
ヘ
ル
パ
ー
と
家
族
の
関
係
が
う

ま
く
い
っ
て
い
る
」三
〇・
二
%
、「
利
用
料
金
に
見
合
う
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

❖
13 

対
象
者
は
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
利
用
者
と
そ
の
家

族
で
本
人
票
と
家
族
票
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
留
め
置
き
調
査
員
回
収
法
で
回
収
し
た
。
本
人
票
の

有
効
回
答
数
は
二
一
五
票（
回
収
率
七
一・
七
%
）、
家
族
票
一
八
〇
票（
回
収
率
六
〇
%
）、
本
人

票
と
家
族
票
が
揃
っ
た
統
合
票
は
一
七
八
票（
回
収
率
五
九・三
%
）に
の
ぼ
る
。

❖
14 

共
通
の
設
問
を
ベ
ー
ス
に
比
較
可
能
性
を
担
保
し
な
が
ら
、
当
事
者
の
自
由
な
回
答
を
誘

導
す
る
面
接
技
法
の
こ
と
。
共
通
の
質
問
項
目
に
は
、
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
内
容
、
要
介

護
者・家
族・ワ
ー
カ
ー・ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
間
の
関
係
、
介
護
保
険
制
度
の
評
価
等
が
あ
る
。
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こ
の
調
査
の
経
験
か
ら
で
あ
る
。

ニ
ー
ズ
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、
ニ
ー
ズ
の
水
準
は
歴
史
的
に
変
動
す

る
。
わ
た
し
は 

中
西
と
の
共
著
で「
ニ
ー
ズ
の
当
事
者
に
な
る
と
は
、
新
し

い
社
会
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
」と
書
い
た
が
、「
い
ま
、
こ
こ
に
な
い
も

の
」を
、「
満
た
さ
れ
る
権
利
の
あ
る
要
求
」と
し
て
自
覚
で
き
る
こ
と
そ
れ

自
体
が
、「
当
事
者
に
な
る
」と
い
う
経
験
で
あ
り
、
高
齢
者
に
は
、
そ
の
経

験
が
ま
だ
不
足
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
の
調
査
報
告
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に

「
要
介
護
高
齢
者
か
ら
聞
き
取
り
を
す
る
技
法・方
法
論
が
確
立
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
」﹇
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会2006: 9

﹈。
こ
の
困
難
が
と
り
わ

け
問
題
と
な
る
の
は
、
認
知
症
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
認
知

症
高
齢
者
の
被
介
護
経
験
に
つ
い
て
は
、 

井
口
高
志
の
労
作「
呆
け
ゆ
く
者

の
自
己
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」﹇ 

井
口2006

﹈が
あ
る
が
、
残
念
な

こ
と
に
、
彼
の
研
究
は
認
知
症
高
齢
者
本
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

家
族
介
護
者
に
対
す
る
綿
密
な
聞
き
取
り
調
査
か
ら
要
介
護
者
の
状
態
を

再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
反
し
て
こ
の
論
文
は
、
正
確
に
は

「
呆
け
ゆ
く
者
の・自
己
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」で
は
な
く
、「
呆

け
ゆ
く
者
の
自
己
を
め
ぐ
る・介
護
者
の

0

0

0

0

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」を
論
じ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
主
題（
つ
ま
り
要
介
護
当
事
者
で
は
な
く
、
家
族
介
護
者
を

対
象
と
し
た
研
究
）に
つ
い
て
は
緻
密
な
論
考
だ
が
、
要
介
護
者
自
身
に
つ
い
て

認
知
症
高
齢
者
の
経
験

11

者
一
〇
割
負
担
を
求
め
る
の
に
対
し
て
）従
来
通
り
の「
生
協
価
格
」を
維
持
し
て
き
た15

❖

。

し
か
も
地
域
に
よ
っ
て
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
等
の
団
体
が
保
険
内
の
有
利

な
業
務
を
独
占
す
る
な
か
で
、
時
間
外
、
保
険
外
、
困
難
事
例
な
ど
対
処
の

む
ず
か
し
い
ケ
ー
ス
を
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
回
す
な
ど
の
傾
向
が

あ
り
、
そ
れ
を
ヘ
ル
パ
ー
た
ち
は「
家
族
的
な
介
護
」で
支
え
て
き
た
の
だ
。

事
実
、
他
の
事
業
所
を
利
用
し
て「
よ
く
な
か
っ
た
点
」に
あ
げ
ら
れ
る
ベ
ス

ト・ス
リ
ー
は
、「
ヘ
ル
パ
ー
が
決
め
ら
れ
た
こ
と
し
か
や
ら
な
い
」、「
ヘ
ル

パ
ー
の
経
験
や
知
識
が
乏
し
い
」、「
早
朝
や
夜
間
な
ど
必
要
な
時
に
利
用
で

き
な
い
」で
あ
り
、
逆
に
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
ヘ
ル
パ
ー
た
ち
が
、
こ
の
す

べ
て
の
裏
返
し
、
つ
ま
り
い
か
に「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
」な
対
応
を
し
て
き
た
か

が
推
測
で
き
る
。
主
と
し
て
四
〇
代
か
ら
上
の
主
婦
層
で
支
え
ら
れ
る「
家

族
的（
主
婦
的
）な
介
護
」の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
論
じ
よ
う
。

計
一
三
事
例
の
質
的
調
査
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
実
態
が
う
か
び
あ
が
っ
た

が
、
報
告
書
の
結
論
は「
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
つ
い
て
は
お

お
む
ね
満
足
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
利
用
し
た
い
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
ニ
ー

ズ
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
介
護
保
険
制
度
自
体
に
は
満
足
し
き
れ
て

い
な
い
」、
し
た
が
っ
て「
は
っ
き
り
と
顕
在
化
し
な
い
ニ
ー
ズ
を
い
か
に
介

護
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
結
実
さ
せ
る
か
」﹇
東
京
大
学
文
学
部
社
会
学
研
究
室・グ
リ
ー
ン

コ
ー
プ
福
祉
連
帯
基
金2001: 207

﹈が
課
題
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
利
用

者
と
し
て
の
経
験
が
浅
い
こ
と
も
含
め
て
、
要
介
護
者
が
ニ
ー
ズ
の
当
事
者

に
な
る
道
は
遠
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
調
査
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
利

用
者
満
足
度
調
査
に
対
し
て
、
わ
た
し
が
信
頼
感
を
持
た
な
く
な
っ
た
の
も
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た
し
が
ほ
ん
と
う
に
し
て
ほ
し
い
こ
と（
ニ
ー
ズ
）」に
つ
い
て
、
誰
の
代
弁
を

も
受
け
ず
発
言
す
る
人
々
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
重
要
な
こ

と
は
、
医
療
の
専
門
家
た
ち
が
そ
れ
に
学
ぶ
姿
勢
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
高
齢
者
は
人
口
学
的
に
は
ボ
リ
ュ
ー
ム
ゾ
ー

ン
に
属
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
言
力
の
す
こ
ぶ
る
弱
い
集
団
に
属
す
る
。

介
護
保
険
制
度
下
の「
介
護
さ
れ
る
経
験
」に
つ
い
て
は
、
よ
う
や
く
事
例

が
蓄
積
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
介
護
者
の
研
修
等
で
は
、
事
例
研
究
が

よ
く
紹
介
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
介
護
の
与
え
手
側
の
経
験
で
あ

り
、
視
点
で
あ
る
。
今
後
は
受
け
手
の
経
験
に
つ
い
て
の
事
例
研
究
が
蓄
積

さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
受
け
手
か
ら
の
経
験
の
言
語
化
と
い
う
意
味
で
の
当

事
者
発
言
が
登
場
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

わ
た
し
は
こ
の
章
で
、「
介
護
さ
れ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
経
験
で
あ
る
べ0

き0

か
」に
つ
い
て
は
、
語
っ
て
こ
な
か
っ
た
。「
ケ
ア
の
倫
理
」を
論
じ
た
章

被
介
護
経
験
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト

12

語
る
わ
け
で
は
な
い16

❖

。

近
年
、
若
手
の
社
会
学
者 

出
口
泰
靖﹇2004a; 2004b; 2004c; 2004d

﹈や 

天
田

城
介﹇2003; 2004
﹈ら
に
よ
る
、
認
知
症
高
齢
者
と
生
活
の
場
を
と
も
に
し
な

が
ら
、
臨
床
の
場
で
参
与
観
察
を
お
こ
な
う
質
的
研
究
が
登
場
し
て
き
た
。

ま
た
認
知
症
研
究
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ
る
精
神
医
学
者 

小
澤
勲﹇2003; 

2006;  

小
澤・ 土
本2004

﹈に
よ
る
す
ぐ
れ
た
著
作
な
ど
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
医

療
者
や
介
護
者
の
経
験
で
あ
り
、
要
介
護
者
の
当
事
者
経
験
と
は
言
え
な

い
。
認
知
症
研
究
で
近
年
注
目
さ
れ
る
の
は
、
字
義
ど
お
り「
認
知
能
力
に

障
害
が
あ
る
」と
思
わ
れ
て
い
た
当
の
患
者
た
ち
、
つ
ま
り
当
事
者
能
力
す

ら
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
人
々
が
自
ら
発
言
を
始
め
た
こ
と
で
あ
り
、
さ

ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
専
門
家
が
彼
ら
当
事
者
発
言
に
耳
を
傾
け
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る﹇ Boden 1998=2003;  M

cG
ow

in 1993=1993; 

浦
河
べ
て
る
の

家2002

﹈。

 

中
西
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
長
い
あ
い
だ
障
害
者
の
当
事
者
能
力
は
奪
わ

れ
て
き
た
。
よ
う
や
く
彼
の
よ
う
な
身
体
障
害
者
が
声
を
あ
げ
た
の
ち
も
、

障
害
者
の
な
か
で
も
、
認
知
能
力
や
判
断
能
力
に
欠
陥
が
あ
る
と
見
な
さ
れ

た
知
的
障
害
者
や
精
神
障
害
者
は
、
当
事
者
能
力
を
持
た
な
い
と
見
な
さ
れ

て
き
た
。『
当
事
者
主
権
』を
刊
行
し
た
後
に
共
著
者
の
わ
た
し
た
ち
二
人
が

し
ば
し
ば
受
け
た
問
い
は
、「
あ
な
た
方
は
よ
い
、
知
的
障
害
者
や
精
神
障

害
者
は
ど
う
な
る
の
か
」「
認
知
症
の
高
齢
者
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
」と
い

う
問
い
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
精
神
障
害
者
に
つ
い
て
も『
べ
て
る
の
家
の「
当

事
者
研
究
」』﹇
浦
河
べ
て
る
の
家2005

﹈の
よ
う
な
当
事
者
発
言
が
登
場
し
、「
わ

❖
15 

ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
運
動
の
理
論
的
指
導
者
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
協・神
奈
川
名
誉
顧

問 
横
田
克
巳
に
よ
る
と
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」と
も
い
う﹇ 

横
田2002

﹈。
調
査
時
点
に
お
け

る
一
時
間
あ
た
り
の
保
険
外
利
用
料
金
は
、
そ
れ
以
前
と
同
じ
七
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
他
方
、
ヘ

ル
パ
ー
の
報
酬
配
分
は
、
保
険
内
／
保
険
外
で
差
を
つ
け
な
い
、
と
い
う
こ
れ
も
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ

レ
ク
テ
ィ
ブ・ル
ー
ル
で
あ
る
。

❖
16 

そ
の
た
め
か
、
学
位
論
文
を
も
と
に
し
た
単
著
の
タ
イ
ト
ル
は
、『
認
知
症
家
族
介
護
を
生

き
る
―
新
し
い
認
知
症
ケ
ア
時
代
の
臨
床
社
会
学
』﹇ 

井
口2007

﹈と
家
族
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
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介
護
者
の
手
の
力
の
入
れ
方
、
引
き
受
け
る
コ
ツ
と
気
持
ち
の
な

さ
、
と
い
っ
た
も
の
へ
の
説
明
不
可
能
な
苛
立
ち
。
そ
う
い
っ
た
も
の

が
あ
り
な
が
ら
も
、
怒
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
半
ば
諦
め
に
似
た
笑

い
。（
中
略
）私
達
障
害
者
に
と
っ
て
、
健
常
者
は
介
護
で
き
る
と
い
う

そ
の
身
体
で
又
は
態
度
で
、
意
識
す
る
し
な
い
に
関マ
マ
わ
ら
ず
、
い
つ
で

も
私
を
殺
す
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。 

﹇
金2003: 49

﹈

こ
う
し
た
経
験
は
、
介
護
を
受
け
る
高
齢
者
に
と
っ
て
も
親
し
い
も
の
で

あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

「
肉
親
以
外
の
介
護
を
毎
日
違
う
人
達
に
よ
っ
て
受
け
る
こ
と
で
見
え
て

き
た
も
の
」を
、「
介
護
と
は
―
私
は
私
の
身
体
が
自
分
の
意
思
で
動
か
す

こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
他
人
の
身
体
を
使
っ
て
、
自
分
の
身
体
を
管
理
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
」﹇
金2000: 26

﹈と
し
て
、
金
は「
私
の
介
護
論
」を
展
開

す
る
。

重
度
障
害
者
に
と
っ
て
の
介
護
と
は
、
自
分
の
命
に
関
わ
る
、
介
護

す
る
相
手
の
身
体
じ
た
い
で
あ
る
。 

﹇
金2004: 71

﹈

自
ら
の
身
体
を
命
が
け
で
、
介
護
と
い
う
他
者
に
預
け
る
こ
と
で
、

他
者
と
し
て
の
身
体
を
必
死
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。 

﹇
金2004: 70

﹈

こ
こ
で
は
介
護
と
は
、
身
体
と
身
体
と
の
相
互
行
為
と
い
う
水
準
で
と
ら

で
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、「
介
護（
す
る
／
さ
れ
る
）と
は
ど
の
よ
う
な
経
験（
で

あ
る
べ
き
）か
」を
論
じ
る
よ
り
は
、「
介
護
す
る
／
さ
れ
る
」と
い
う
経
験
は
、

現
実
に
ど
の
よ
う
な
経
験
で
あ
る
か
を
、
経
験
科
学
の
手
法
で
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
こ
と
が
本
書
の
課
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
被
介
護
者
の

経
験
を
論
じ
る
に
足
る
ほ
ど
に
は（
介
護
者
側
の
経
験
の
研
究
に
く
ら
べ
て
）、
ま
だ

実
証
研
究
の
デ
ー
タ
は
十
分
に
出
そ
ろ
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
本
章
の

結
論
で
あ
ろ
う
。

被
介
護
者
の
ニ
ー
ズ
が
十
分
に
満
た
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
権
利
意
識
を

当
事
者
本
人
が
持
っ
て
い
る
場
合
で
さ
え
、「
介
護
さ
れ
る
」と
い
う
経
験
は
、

当
事
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
歓
迎
し
た
い
経
験
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
よ
う

な
経
験
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
被
介
護
経
験
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
障
害
者
た

ち
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
思
っ
て
い
た
と
き
に
、 
金
満
里
の
介
護
論

に
出
会
っ
た
。

三
歳
の
と
き
小
児
麻
痺
で
全
身
性
障
害
者
に
な
っ
た
金
は
、
排
泄
介
助
を

含
む
二
四
時
間
介
助
の
必
要
な
重
度
障
害
者
で
あ
り
、
ま
た
日
本
に
お
け
る

自
立
生
活
の
先
駆
者
で
も
あ
る﹇
金1996

﹈。
い
わ
ば
被
介
護
経
験
の
ベ
テ
ラ

ン
と
も
言
え
る
彼
女
は
、
同
時
に
劇
団「
態
変
」の
主
宰
者
兼
座
付
き
作
者・

演
出
家
と
し
て
、
障
害
者
の
身
体
表
現
に
つ
い
て
実
践
を
重
ね
て
き
て
お
り
、

介
護
さ
れ
る
と
い
う
身
体
経
験
を
言
語
化
す
る
う
え
で
考
え
抜
か
れ
た
こ
と

ば
を
持
っ
て
い
る
。
彼
女
が「
重
度
の
身
体
だ
か
ら
必
要
と
な
る
介
護
と
い

う
、
身
体
を
通
し
て
必
死
に
考
え
抜
い
た
こ
と
」に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
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用
を
避
け
る
。
と
い
う
の
は
、
障
害
や
介
護
を
通
じ
て
金
が
得
た
問
い
は
、

「
根
源
的
」で
は
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
、
つ
ま
り
文
脈
依
存
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
多
く
の「
健

常
者
」は
、「
身
体
は
自
己
の
も
の
だ
ろ
う
か
?
」と
い
う
問
い
を
忘
れ
て
い

る（
い
ら
れ
る
）か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
問
い
を
忘
れ
て
い
ら
れ
る

状
態
の
こ
と
を
、「
健
常
」と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
い
っ
た
ん
病
気

や
障
害
、
老
化
な
ど
を
経
験
す
れ
ば
、
こ
の
問
い
は
た
だ
ち
に
甦
る
。
老
化

と
は
、「
昨
日
で
き
た
こ
と
が
今
日
で
き
な
く
な
り
、
今
日
で
き
た
こ
と
が

明
日
で
き
な
く
な
る
」経
験
で
あ
る
点
で
、
中
途
障
害
者
と
似
て
い
る
。
脳

梗
塞
で
半
身
麻
痺
に
な
っ
た
高
齢
者
に
と
っ
て
は
、「
身
体
が
他
者
に
な
る
」

経
験
は
痛
切
に
身
に
覚
え
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
介
護
は
身
体
と
身
体
と
の
交
渉
の
過
程
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。

そ
れ
以
前
に
、
ま
ず
自
己
と（
他
者
と
し
て
の
）身
体
と
の
交
渉
の
過
程
と
し
て

も
、
経
験
さ
れ
る
。
障
害
者
は
こ
う
し
た
身
体
経
験
の
先
達
で
あ
り
、
被
介

護
経
験
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
。
脳
性
麻
痺
で
車
椅
子
生
活
者
の 

熊
谷
晋

一
郎
は『
リ
ハ
ビ
リ
の
夜
』﹇2009

﹈で
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
身
体
と
の
つ

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
重
要
な
の
は
、
他
者
の
身
体
が
自
分
の
も
の
か

他
人
の
も
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
以
前
に
、
自
分
の
身
体
も
ま
た
自
分
の

も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
身
体
感（
覚
）で
あ
る
。

ラ
カ
ン
の「
自
己
と
は
他
者
で
あ
る
」に
な
ら
っ
て
言
う
な
ら
、
身
体
と

は
最
初
の
他
者
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
同
じ
こ
と
を
金
は
、「
身
体

の（
持
つ
物
と
し
て
の
）自
律
性
」﹇
金2004: 69

﹈と
呼
ぶ
。
身
体
障
害
者
の
身
体
は
、

自
分
の
意
思
の
統
制
の
も
と
に
し
た
が
わ
な
い
。
む
し
ろ「
健
常
者
」の
ほ
う

が
自
分
の
身
体
が
自
分
の
意
思
の
統
制
に
し
た
が
う
こ
と
を
、
う
か
つ
に
も

疑
わ
な
い17

❖

。
だ
が
、
ラ
カ
ン
が「
鏡
像
段
階
」説
で
論
じ
る
よ
う
に
、
子
ど
も

が
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
の
は
、
身
体
の
統
制
へ
の
感
覚
と
自
己

像
と
が
一
致
し
た
と
き
な
の
だ
。
ピ
ア
ジ
ェ
な
ら
ば
、
同
じ
こ
と
を「
運
動

感
覚
の
統
合
」と
い
う
だ
ろ
う
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
鏡
を
見

な
が
ら
右
手
を
あ
げ
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
鏡
像
の
右
手
が
、
左
足
を
出
し

た
い
と
思
っ
た
と
き
に
鏡
像
の
左
足
が
、
意
思
に
し
た
が
っ
て「
随
意
に
」動

く
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
に
、
そ
の
身
体
感
覚
と
身
体
像
と
が
統
合
さ
れ
、

「
自
己
」な
る
意
識
が
芽
生
え
る
。
も
し
身
体
が
自
己
の
意
思
に
し
た
が
わ
な

け
れ
ば
、
身
体
は
自
己
に
と
っ
て
よ
そ
よ
そ
し
い
他
者
に
と
ど
ま
る
。
こ
の

統
合
が
発
達
段
階
上
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
老
化
と
い
う
現
象
は
、
そ
の
裏

返
し
の
過
程
、
す
な
わ
ち
身
体
が
他
者
に
な
っ
て
い
く
経
験
と
言
っ
て
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。

「
身
体
は
自
己
の
も
の
だ
ろ
う
か
?
」と
い
う
金
の
問
い
は
、
そ
の
意
味
で

根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
こ
で
も「
本
質
的
」と
い
う
語
の
使

❖
17 
金
は「
身
体
芸
術
研
究
所
」の
主
宰
者
で
も
あ
る
が
、
彼
女
の「
身
体
芸
術
」と
は
、
ふ
つ
う

の
身
体
表
現
と
は
違
う
方
向
を
向
い
て
い
る
。
ダ
ン
ス
や
ス
ポ
ー
ツ
の
よ
う
な
身
体
表
現
は
、
意

思
に
よ
る
身
体
の
統
制
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
る
方
向
に
向
か
う
が
、
彼
女
の
身
体
表
現
は
、

「
で
き
な
い
」と
い
う
こ
と
を
も
身
体
の「
能
力
」の
ひ
と
つ
と
し
て
、
そ
の
自
律
性
を
解
放
す
る
方

向
に
向
か
う
。
そ
の
点
で
は
、
か
え
っ
て
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
な
い
身
体
表
現
上
の
普
遍
性

を
持
っ
て
い
る
。
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（
5
）相
手
が
受
け
い
れ
や
す
い
言
い
方
を
選
ぶ

（
6
）喜
び
を
表
現
し
、
相
手
を
ほ
め
る

（
7
）な
れ
な
れ
し
い
こ
と
ば
づ
か
い
や
、
子
ど
も
扱
い
を
拒
否
す
る

（
8
）介
護
し
て
く
れ
る
相
手
に
、
過
剰
な
期
待
や
依
存
を
し
な
い

（
9
）報
酬
は
正
規
の
料
金
で
決
済
し
、
チ
ッ
プ
や
モ
ノ
を
あ
げ
な
い

（
10
）ユ
ー
モ
ア
と
感
謝
を
忘
れ
な
い 

﹇
上
野2007a: 197

﹈

こ
の
一
〇
ヶ
条
の
な
か
に
は
、
守
る
べ
き
ル
ー
ル
や
し
く
み
と
い
う
意
味

で
の
技
法
と
、
礼
儀
や
マ
ナ
ー
と
い
う
意
味
で
の
作
法
と
の
両
方
が
含
ま
れ

て
い
る
。

実
を
言
う
と
、
わ
た
し
自
身
は
短
期
間
の
入
院
経
験
を
除
い
て
、
要
介
護

の
経
験
が
な
い（
子
ど
も
の
と
き
は
別
で
あ
る
）。
し
た
が
っ
て「
当
事
者
経
験
」に

も
と
づ
か
な
い
こ
の
よ
う
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
書
く
こ
と
に
は
内
心
忸
怩
た
る
思

い
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
実
際
に
ケ
ア
が
実
践
さ
れ
る
現
場

の
取
材
か
ら
、
わ
た
し
が
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

高
齢
化
は
誰
も
が
中
途
障
害
者
に
な
る
こ
と
に
似
て
い
る
。
加
齢
や
脳
血

管
障
害
な
ど
で
、
四
肢
の
麻
痺
や
言
語
障
害
な
ど
が
残
れ
ば
、
障
害
者
に
な

る
。
中
途
障
害
者
に
と
っ
て
は
麻
痺
や
障
害
の
経
験
は
初
め
て
の
経
験
で
あ

り
、
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
に
も
手
探
り
の
ア
マ
チ
ュ
ア
状
態
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
ケ
ア
を
長
期
に
わ
た
っ
て
受
け
て
き
た
人
の
場
合
は
ど
う
か
。
冒

頭
で
言
及
し
た 
小
山
内
は
四
三
歳
の
と
き
に
、「
四
三
年
間
、
人
の
ケ
ア
を

受
け
て
き
た
プ
ロ
」と
自
分
を
呼
ぶ
。
ケ
ア
す
る
側
よ
り
ケ
ア
さ
れ
る
側
の

き
あ
い
を
当
事
者
視
点
か
ら
描
い
て
第
九
回
新
潮
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
賞
を
受
賞

し
た
。 
熊
谷
は
拷
問
の
よ
う
な
リ
ハ
ビ
リ
経
験
の
後
に
う
ち
の
め
さ
れ
た
身

体
感
覚
を「
敗
北
の
官
能
」と
ま
で
呼
ぶ
。

障
害
者
は
な
に
も「
高
齢
者
が
そ
れ
か
ら
学
ぶ
」た
め
に
、
生
き
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
の
命
が
け
の
試
行
錯
誤
か
ら18

❖

、
高
齢
者
が
自
由

に
学
ぶ
こ
と
は
で
き
る
。「
介
護
さ
れ
る
」と
い
う
経
験
に
お
い
て
は
、
高
齢

者
は
、「
あ
と
か
ら
来
た
者late com

er

」た
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
は『
お
ひ
と
り
さ
ま
の
老
後
』の
な
か
で
、「
介
護
さ
れ
る
側
の
心

得
一
〇
ヶ
条
」を
書
い
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
介
護
す
る
側
の
技
法
や
作

法
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
一
方
で
、
介
護
さ
れ
る
側
の
技
法
や

作
法
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
ノ
ウ
ハ
ウ
も
情
報
の
共
有
も
少
な
い
と
感
じ
た

か
ら
で
あ
る
。
ケ
ア
が
相
互
行
為
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
技
法
や
作
法
が
一
方

に
の
み
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
一
〇
ヶ
条
を
以
下
に
再
録
し
よ
う
。

（
1
）自
分
の
コ
コ
ロ
と
カ
ラ
ダ
の
感
覚
に
忠
実
か
つ
敏
感
に
な
る

（
2
）自
分
に
で
き
る
こ
と
と
、
で
き
な
い
こ
と
の
境
界
を
わ
き
ま
え
る

（
3
）不
必
要
な
ガ
マ
ン
や
遠
慮
は
し
な
い

（
4
）な
に
が
キ
モ
チ
よ
く
て
、
な
に
が
キ
モ
チ
悪
い
か
を
は
っ
き
り
こ

と
ば
で
伝
え
る

ケ
ア
さ
れ
る
側
の
作
法
と
技
法

13
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こ
れ
こ
そ
が「
当
事
者
主
権
」の
思
想
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、「
手
慣
れ
た・

自
信
の
あ
る・
迷
い
の
な
い
」プ
ロ
の
ケ
ア
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
と
こ
ろ
に
は
、

虚
を
突
か
れ
た
。「
迷
い
を
失
っ
た
と
き
、
プ
ロ
の
ケ
ア
は
堕
落
す
る
」と
彼

女
は
言
う
。
関
係
は
個
別
的
な
も
の
だ
。
そ
の
関
係
の
個
別
性
と
、
場
面
の

固
有
性
、
そ
の
も
と
に
お
け
る
ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者
と
の
相
互
行

為
を
重
要
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
そ
の
つ
ど
、
手
探
り
で
相
手
と
の
間
合
い

を
計
っ
て
い
く
繊
細
な
感
度
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
が
要
求
さ
れ
る
。

そ
の
要
求
に
も
と
づ
い
て
、 

小
山
内
は
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
だ
提
案
を
す

る
。（
1
）ケ
ア
す
る
人
と
受
け
る
人
が
対
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
、

（
2
）介
助
者
を
自
分
で
選
べ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

 

小
山
内
は
、「
対
等
で
あ
る
」こ
と
か
ら
さ
ら
に
、「
介
助
を
受
け
る
者
が

上
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
主
張
す
る
。
そ
の
く
ら
い
の
主
張
を
し
て

よ
う
や
く
、
両
者
の「
対
等
性
」を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、

ケ
ア
と
い
う
非
対
称
な
交
換
関
係
に
は
権
力
の
格
差
が
発
生
す
る
か
ら
で
あ

る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
よ
う
に
対
価
を
と
も
な
わ
な
い
場
合
に
は
、
ケ
ア
す

る
行
為
は
贈
与
と
な
り
、
こ
の
非
対
称
性
は
さ
ら
に
強
ま
る
。
こ
の
債
権
／

債
務
関
係
を
対
等
に
も
ど
す
技
法
が「
支
払
い
」で
あ
る
。
貨
幣
の
機
能
は
こ

の
た
め
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ケ
ア
が
有
償
で
あ
る
こ
と
に
は
、
ケ
ア
す
る

者
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
ケ
ア
さ
れ
る
者
に
と
っ
て
深
い
意
味
が
あ
る
。

ほ
う
が
情
報
も
経
験
も
蓄
積
の
大
き
い
場
合
は
い
く
ら
も
あ
る
。
障
害
者
の

多
く
は
、
ケ
ア
を
長
期
に
わ
た
っ
て
受
け
て
き
た
筋
金
入
り
の
プ
ロ
で
あ
る
。

中
途
障
害
者
が
他
の
障
害
者
に
学
ぶ
よ
う
に
、
障
害
業
界
の
新
参
者
で
あ
る

高
齢
者
が
、
障
害
者
の
経
験
に
学
ぶ
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

「
ケ
ア
さ
れ
る
プ
ロ
」の 
小
山
内
の
経
験
は
、
上
記
と
多
く
が
重
な
る
が
、

わ
た
し
に
と
っ
て
盲
点
と
思
わ
れ
る「
ケ
ア
を
受
け
る
側
」の
智
恵
が
い
く
つ

も
発
見
で
き
る
。
そ
れ
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

（
1
） プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
、「
わ
が
ま
ま
」と
言
わ
れ
る
の
を
怖
れ
な
い

（
2
） 排
泄
介
助
に
は
、
自
分
の
お
尻
だ
と
思
っ
て
ケ
ア
し
て
も
ら
う

（
3
） 相
手
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
も
、
言
う
べ
き
こ
と
は
は
っ
き
り
言
う

（
4
） 「
も
う
い
い
?
」は
、
ケ
ア
す
る
側
に
と
っ
て
禁
句

（
5
） 自
信
過
剰
に
な
り
、
迷
い
を
失
っ
た
ケ
ア
に
は
落
と
し
穴
が
あ
る

「
心
地
よ
い
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
は
自
分
と
の
戦
い
で
あ
り
、
命
が
け
の

ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
よ
う
な
も
の
」﹇ 

小
山
内1997

：25

﹈と
、 

小
山
内
は
言
う
。
嫌
わ

れ
た
り
、
気
ま
ず
い
思
い
を
し
た
り
、
も
う
来
て
も
ら
え
な
い
か
も
し
れ
な

い
リ
ス
ク
を
冒
し
て
も
、
相
手
と
の
対
等
な
関
係
を
切
り
結
ぶ
た
め
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
法
で
あ
る
。

 

小
山
内
の
ケ
ア
の
技
法
は
、
次
の
一
文
に
尽
き
る
。

「
な
に
を
し
て
ほ
し
い
か
は
、
わ
た
し
に
聞
い
て
く
だ
さ
い
」。

❖
18 

事
実
、
二
四
時
間
介
助
を
要
す
る
重
度
障
害
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
生
活
は
、
介
護
者
が

来
な
け
れ
ば
生
命
の
危
険
が
発
生
し
か
ね
な
い「
野
垂
れ
死
に
」覚
悟
の
実
験
的
な
実
践
で
あ
っ
た
。
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の
ほ
う
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
介
護
保
険
で
も
、
ヘ
ル

パ
ー
の
指
名
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
も
よ
い
。
学
歴
や
資
格

が
能
力
と
相
関
し
な
い
こ
と
は
現
場
の
人
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
利
用
者

か
ら
人
気
の
高
い
ヘ
ル
パ
ー
に
指
名
が
集
中
す
れ
ば
、
指
名
料
を
と
っ
て
報

酬
を
増
額
す
れ
ば
よ
い
、
と
わ
た
し
は
本
気
で
考
え
て
い
る
。
こ
れ
も
相
互

行
為
と
し
て
の
ケ
ア
を
実
現
す
る
た
め
の
技
法
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
う
え
で
、 

小
山
内
は「
働
く
こ
と
へ
の
ケ
ア
」に
対
す
る
ニ
ー
ズ
を
要

求
す
る
。
自
立
支
援
法
も
介
護
保
険
法
も
、
障
害
者
や
高
齢
者
が
食
事
と
排

泄
を
し
て
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
に
し
か
支
援
を
し
な
い
。
だ
が
介
助
さ
え
あ

れ
ば
、 

小
山
内
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
経
営
に
携
わ
り
、
原
稿
を
書
き
、
講

演
に
飛
び
回
り
、
報
酬
を
得
て
税
金
を
払
う
こ
と
も
で
き
る
。
金
も
同
じ
で

あ
る
。
介
助
が
あ
れ
ば
、
彼
女
は
劇
団
を
主
宰
し
、
演
出
し
、
海
外
に
公
演

に
出
か
け
、
こ
れ
ま
で
誰
も
達
成
し
た
こ
と
の
な
い
ま
っ
た
く
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
身
体
表
現
を
こ
の
世
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
制
度
の
壁
は
彼

女
ら
に「
働
く
な
」、
と
い
う
。

「
働
く
」こ
と
は
、
こ
こ
で
は
自
己
表
現
や
自
己
実
現
の
ひ
と
つ
の
選
択
肢

で
あ
る
。
人
は
た
だ
呼
吸
を
し
て
生
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
他
者

と
の
関
係
の
な
か
で
自
己
実
現
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト

し
な
い
制
度
が
、「
自
立
」支
援
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
介
護
保
険
で
は
、
高
齢

者
は
働
い
て
い
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
障
害
者
に
な
ら
提
供
さ

れ
る
外
出
介
助
も
メ
ニ
ュ
ー
に
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も「
自
立
」の
概
念
が
、

日
常
生
活
動
作
A　
D　
L（Acting of D

ayly Living

）の
自
立
、
と
あ
ま
り
に
狭
く

現
行
の
介
護
保
険
で
は
、
ケ
ア
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
者（
利
用
者
）と

購
買
者（
保
険
事
業
者
す
な
わ
ち
自
治
体
）と
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
し
く
み
の
も

と
で
は
、
ケ
ア
の
提
供
者
は
お
の
ず
と
購
買
者
の
利
益
の
ほ
う
を
優
先
す
る

だ
ろ
う
。
ケ
ア
の
消
費
者
と
購
買
者
と
を
一
致
さ
せ
る
し
く
み
が
、
ダ
イ
レ

ク
ト
ペ
イ
メ
ン
ト
方
式﹇
岡
部2006

﹈で
あ
る
。
ど
の
み
ち
原
資
は
保
険
料
と

税
な
の
だ
か
ら
、
現
金
を
利
用
者
に
わ
た
し
、
ケ
ア
の
料
金
を
直
接
利
用
者

か
ら
ワ
ー
カ
ー
に
支
払
う
と
い
う
方
式
に
す
れ
ば
、
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
授
受

を
め
ぐ
る
債
権
／
債
務
関
係
が
解
消
で
き
る
。
ケ
ア
の
有
償
性
と
は
、
そ
れ

が
食
え
る
労
働
に
な
る
と
い
う
ケ
ア
の
与
え
手
の
都
合
ば
か
り
で
な
く
、
構

造
的
に
弱
者
の
立
場
に
置
か
れ
る
ケ
ア
の
受
け
手
が
、
対
等
性
を
確
保
す
る

た
め
の
し
く
み
だ
か
ら
、
そ
の
交
換
関
係
が
目
に
見
え
て
シ
ン
プ
ル
に
な
る

ほ
う
が
よ
い
。
こ
の
技
法
が
採
用
さ
れ
な
い
の
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
利
用

者
の
当
事
者
能
力
を
、
政
策
立
案
者
が
信
頼
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る19

❖

。

も
う
ひ
と
つ
の
技
法
、
介
助
者
の
指
名
も
、
踏
み
こ
ん
だ
提
案
で
あ
る
。

要
介
護
者
の
あ
い
だ
に
も
ヘ
ル
パ
ー
を
交
替
さ
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
希

望
は
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
事
業
者
は
そ
れ
に
応
じ
て
い
な
い20

❖

。ヘ
ル
パ
ー

の
サ
ー
ビ
ス
が
非
人
格
的
に
標
準
化
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
ヘ

ル
パ
ー
に
よ
っ
て
代
替
可
能
に
な
る
こ
と
に
は
、
事
業
者
に
と
っ
て
も
利
用

者
に
と
っ
て
も
、
リ
ス
ク
を
分
散
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
他
方
で
ケ
ア
が

人
格
的
な
相
互
行
為
で
あ
り
、
相
手
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
や
相
性
が
あ
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
障
害
者
自
立
支
援
法
で
は
、
無
資
格
の
介
助
者
で
も

利
用
者
が
指
名
す
れ
ば
有
償
の
介
助
者
と
な
れ
る
し
く
み
が
あ
っ
た
。
関
係
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定
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
介
護
保
険
に
い
う「
自
立
」と
は
、

保
険
を
使
わ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
よ
し
と
す
る
あ
ま
り
に
狭
い「
自
立
」概
念

で
あ
り
、「
当
事
者
主
権
」に
お
け
る「
自
律
」と
は
概
念
を
異
に
し
て
い
る
。

❖
19 

現
金
を
利
用
者
に
わ
た
せ
ば
、
他
の
目
的
に
流
用
さ
れ
た
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
や
浪
費

に
使
わ
れ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
ま
た
第
三
者
に
横
領
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
当
事

者
の
管
理
能
力
へ
の
疑
い
か
ら
来
て
い
る
。
そ
れ
が
心
配
な
ら
ば
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
限
定
し
た

バ
ウ
チ
ャ
ー（
利
用
券
）制
度
に
す
る
方
法
も
あ
る
。
だ
が
こ
れ
に
も
転
売
さ
れ
る
可
能
性
な
ど
に

疑
念
が
生
ま
れ
る
。

❖
20 

介
護
保
険
前
の
助
け
合
い
事
業
や
家
政
婦
派
遣
事
業
に
は
、
指
名
制
度
を
導
入
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
介
護
保
険
以
後
、
利
用
者
の
選
択
権
は
少
な
く
な
っ
た
と
も
い
え

る
。
利
用
者
は
困
っ
た
介
護
者
を
忌
避
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
気
に
入
っ
た
介
護
者
を
選
ぶ
こ

と
は
で
き
な
い
。
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当
事
者
主
権
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、「
よ
い
ケ
ア
」の
究
極
の
あ
り
方
は
、

「
個
別
ケ
ア
」で
あ
る
。
し
た
が
っ
て「
よ
い
ケ
ア
」は
標
準
化
さ
れ
る
こ
と

も
、
第
三
者
に
よ
っ
て
客
観
的
に
判
定
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ケ
ア
の

相
互
関
係
の
も
と
で
、「
ケ
ア
の
質
」を
判
定
す
る
の
は
ケ
ア
の
受
け
手
当
事

者
で
あ
り
、
第
三
者
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
ケ
ア
の
受
け
手
は
た
だ
の

サ
ー
ビ
ス
の
消
費
者
で
は
な
く
、
中
村
義
哉﹇2008

﹈の
い
う
よ
う
に
、
プ
ロ

シ
ュ
ー
マ
ー
の
よ
う
な
創
造
的
消
費
者
で
あ
る
。
ケ
ア
の
与
え
手
と
受
け
手

の
両
者
が
相
互
行
為
す
る
関
係
の
も
と
で「
よ
い
ケ
ア
」が
達
成
さ
れ
る
と
す

れ
ば
、「
ケ
ア
の
質
」は
、
ケ
ア
の
受
け
手
と
与
え
手
の
双
方
に
よ
っ
て
判
定

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

相
互
行
為
と
し
て
の
ケ
ア
の
と
ら
え
方
の
も
と
で
は
、
ケ
ア
の
与
え
手
と

受
け
手
の
相
互
交
渉
の
も
と
に
、
は
じ
め
て「
よ
い
ケ
ア
」が
達
成
さ
れ
る
。

「
よ
い
ケ
ア
」と
は
何
か

1

ケ
ア
は
相
互
行
為
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ア
ク
タ
ー
や
文
脈
が
変

わ
れ
ば
、
そ
の
つ
ど
変
化
す
る
個
別
性
、
一
回
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
前

提
に
あ
る
の
は
、（
1
）ケ
ア
の
受
け
手
を
た
ん
な
る
受
動
的
な
消
費
者
や
利

用
者
と
し
て
と
ら
え
な
い
、
そ
し
て（
2
）利
用
者
満
足
の
た
め
に
、
ケ
ア
の

与
え
手
の
犠
牲
や
抑
圧
を
許
容
し
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ケ
ア
の
与
え
手

の
満
足
が
な
け
れ
ば
、
ケ
ア
の
受
け
手
の
満
足
が
成
り
立
た
な
い
、
ま
た
は

そ
の
逆
で
も
あ
る
、
と
い
う
双
方
の
利
益
の
最
大
化
モ
デ
ル
を
採
用
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
違
い
が
あ
る1

❖

。
こ
の
関
係
は
ゼ
ロ
サ

ム・モ
デ
ル
で
は
な
く
、
一
方
の
満
足
が
他
方
の
満
足
を
引
き
出
す
ウ
ィ
ン

&
ウ
ィ
ン
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
だ
が
、
何
度
も
く
り
か
え
す
が
、
こ
の
関
係

は
非
対
称
な
も
の
で
あ
り
、
ニ
ー
ズ
が
先
行
す
る
か
ら
こ
そ
サ
ー
ビ
ス
が
発

生
す
る
の
だ
か
ら
、
ケ
ア
関
係
の
原
因
で
あ
り
結
果
で
あ
る
ケ
ア
の
受
け
手

の「
ニ
ー
ズ
」と
そ
の「
満
足
」が
、
ケ
ア
の
究
極
の
目
的
と
な
る
。「
当
事
者

主
権
」の
立
場
か
ら
の「
一
次
的
ニ
ー
ズ
」の
所
在
を
間
違
え
て
は
な
ら
な
い
。

「
よ
いケ
ア
」と
は
何
か

―
―
集
団
ケ
ア
か
ら
個
別
ケ
アへ

第
8
章
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高
齢
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
生
活
歴
を
持
っ
て
お
り
、
ケ
ア
が
そ
の

人
ら
し
い
生
活
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
ら
、「
個
別
ケ
ア
」が

の
ぞ
ま
し
い
こ
と
を
否
定
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
介
護
保
険
は「
措
置

か
ら
契
約
へ
」「
恩
恵
か
ら
権
利
へ
」と
い
う
高
齢
者
介
護
の
流
れ
を
つ
く
り
、

ケ
ア
プ
ラ
ン
を
利
用
者
に
合
わ
せ
て
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
す
る
し
く
み
を
つ
く

る
こ
と
で「
個
別
ケ
ア
」へ
と
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。「
個
別
ケ
ア
」の
ひ
と
つ

の
あ
り
方
が
、
在
宅
ケ
ア
、
す
な
わ
ち
高
齢
者
を
そ
の
暮
ら
し
の
場
で
支
え

る
し
く
み
で
あ
る
。

そ
の
対
極
に
施
設
ケ
ア
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
多
床
室
、
集
団
的

処
遇
、
生
活
時
間
管
理
を
と
も
な
う
施
設
ケ
ア
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
も
、

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
、
で
き
れ
ば
避
け
た
い
選
択
肢
と
見
な
さ
れ
て

き
た
。
利
用
者
に
と
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
自
由
の
な
い
管
理
下
の
生

活
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
は
非
人
格
的
な
流
れ
作
業
に
よ
る

バ
ー
ン
ア
ウ
ト
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
の
受
け
手
と
与
え
手
の
双
方
に
と
っ
て
歓

迎
し
た
い
選
択
肢
と
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
施
設
介
護
と
は
、
家
族

介
護
を
不
幸
に
し
て
得
ら
れ
な
い
事
情
の
あ
る
要
介
護
の
高
齢
者
が
―
実

際
に
は
し
ば
し
ば
そ
の
家
族
が
―
消
極
的
に
選
択
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ

て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
施
設
介
護
の
設
備
や
条
件
の
劣
悪
さ
か
ら
、
施
設

入
居
に
は
ス
テ
ィ
グ
マ
が
付
さ
れ
て
き
た
。

だ
が
介
護
保
険
は
、
そ
の
政
策
意
図
に
反
し
て
、
在
宅
志
向
よ
り
施
設
志

向
を
促
進
し
、
あ
ま
つ
さ
え「
権
利
」意
識
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
施
設
入
居

に
対
す
る
利
用
者（
と
り
わ
け
中
産
階
級
の
利
用
者
と
そ
の
家
族
）の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
軽

減
し
た
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
施
設
入
居
は
、
利
用
者
の
当
事
者
ニ
ー
ズ

で
は
な
く
、
家
族
ニ
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
は
、
く
り
か
え
し
指
摘
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
な
か
で
も
高
齢
者
の
暮
ら
し
を
支
え
る
ケ
ア
と
し
て
、
施
設
ケ
ア
を

少
し
で
も
個
別
ケ
ア
に
近
づ
け
る
試
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
試
み

の
ひ
と
つ
に
新
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
こ
と
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
型
施
設
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
個
別
ケ
ア
と
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
は
相
互
に
独
立
し
た
概
念
で

あ
る
。
施
設
ケ
ア
だ
か
ら
と
い
っ
て
個
別
ケ
ア
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い

し
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
だ
か
ら
と
い
っ
て
個
別
ケ
ア
が
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
も

な
い
。
だ
が
、
日
本
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
介
護
保
険
制
度
上
、
特

異
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
章

で
は
、
個
別
ケ
ア
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
つ
い
て

と
り
あ
げ
、
そ
の
可
能
性
と
問
題
点
を
論
じ
、
ケ
ア
の
今
後
を
占
う
指
針
と

し
た
い
。

厚
生
労
働
省
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
は
、「
施
設
の
居
室

を
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
ひ
と
つ
の
生
活
単
位
と

し
、
少
人
数
の
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
ケ
ア
を
行
う
も
の
」を
い
う
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
は

2

❖
1 

だ
が
、
7
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
ケ
ア
に
関
し
て
は「
消
費
者
満
足
」調
査
の
信
頼
性
が
低

い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
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ま
っ
て
き
た
。
そ
の
条
件
と
し
て
個
室
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
た
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
は
現
在
、
次
の
三
つ
の
条
件
を
備
え
た
ハ
ー
ド
と
ソ
フ

ト
の
セ
ッ
ト
を
指
す
。（
1
）個
室
で
あ
る
こ
と
、（
2
）八
〜
一
〇
人
程
度
を

ユ
ニ
ッ
ト（
生
活
単
位
）と
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
原
則
と
す
る
こ
と2

❖

、（
3
）

簡
単
な
調
理
、
食
事
、
談
話
な
ど
を
通
じ
て
交
流
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
ユ

ニ
ッ
ト
ご
と
に
共
有
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
こ
と
。
建
築
的
に
い
う
な
ら
、
個

室（
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト・ゾ
ー
ン
）、
共
有
ス
ペ
ー
ス（
セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ
ク・ゾ
ー
ン
）、
公
共
ス

ペ
ー
ス（
パ
ブ
リ
ッ
ク・ゾ
ー
ン
）の
三
つ
の
空
間
か
ら
成
り
、
個
室
の
集
合
と
共

有
ス
ペ
ー
ス
か
ら
な
る「
生
活
単
位
」を
ユ
ニ
ッ
ト
と
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
が
す
べ

て
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
を「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
」と
呼
び
、
ひ
と
つ
で
も
欠
け

て
い
る
場
合
に
は「
ユ
ニ
ッ
ト
風0

ケ
ア
」と
呼
ぶ﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学

研
究
室2006: 364;  

外
山2003

﹈。

厚
労
省
は
介
護
保
険
施
行
時
か
ら
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
導
入
に
熱
意
を
示
し

た
。
二
〇
〇
〇
年
施
行
時
に
は
、
特
養
に
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
加
算
を

つ
け
、
二
〇
〇
三
年
の「
見
直
し
」に
あ
た
っ
て
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
新
設

の
特
養
に
つ
い
て
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
組
み
こ
ん
だ
新
型
特
養
で
な
け
れ
ば

補
助
金
を
出
さ
な
い
と
い
う
強
力
な
政
策
的
誘
導
を
お
こ
な
っ
た
。
老
人
保

健
施
設
に
つ
い
て
も
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
指
導
を
実
施
し
た
。

だ
が
、
上
述
し
た
通
り
、「
個
室
化
」に
は
ハ
ー
ド
の
条
件
が
前
提
と
な

る
。
多
床
室
を
基
本
と
し
た
従
来
型
の
施
設
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
は
に

わ
か
に
対
応
で
き
な
い
。
ま
た
新
築
の
場
合
に
も
個
室
の
広
さ
が
標
準
で

一
三・
二
平
方
㍍
求
め
ら
れ
る
た
め
に
か
つ
て
の
多
床
室
よ
り
は
大
き
な
空

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
条
件
に
個
室
化
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て「
個
室
ユ
ニ
ッ

ト
ケ
ア
」と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
施
設
が
、
四
人
部
屋
や
六
人
部
屋
な
ど
の
多
床
室
に
高
齢
者

を「
収
容
」し
て
い
た
こ
と
に
比
べ
て
、
高
齢
者
の
暮
ら
し
の
場
と
し
て
施
設

を
と
ら
え
か
え
し
た
と
き
に
、「
個
室
が
基
本
」と
い
う
考
え
が
成
立
し
た
。

そ
の
前
提
は
、
医
療
と
介
護
の
分
離
で
あ
る
。

介
護
保
険
が
医
療
保
険
の
財
政
破
綻
を
免
れ
る
窮
余
の
策
と
し
て
の
一
面

を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
財
政
を
圧
迫
し

て
い
た
の
は
、
高
齢
者
の「
社
会
的
入
院
」で
あ
っ
た
。
こ
の
人
々
を
医
療
保

険
の
対
象
者
か
ら
相
対
的
に
給
付
が
低
く
て
す
む
介
護
保
険
へ
と
移
行
さ
せ

る
こ
と
が
、
介
護
保
険
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
病
院
施
設
が
四
人
部

屋
や
六
人
部
屋
な
ど
の
多
床
室
で
あ
る
こ
と
は
、（
1
）医
療
の
た
め
の
緊
急

の
経
過
措
置
で
あ
る
こ
と
、（
2
）集
中
管
理
の
た
め
に
医
療
者
に
と
っ
て
の

都
合
が
優
先
さ
れ
て
い
る
こ
と
、（
3
）一
時
的
な
滞
在
で
あ
る
た
め
に
受
忍

範
囲
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
き
た
。
だ

が
、
医
療
か
ら
介
護
を
切
り
離
す
こ
と
で
、
ケ
ア
は
、
高
齢
者
の
暮
ら
し
の

支
援
と
な
り
、
施
設
は
高
齢
者
の
暮
ら
し
の
場
と
な
っ
た
。

暮
ら
し
の
場
と
し
て
の
高
齢
者
施
設
の
ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
両
面
に
お
け
る

劣
悪
さ
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
介
護
施
設
が
救
貧
の
側
面
を
持
っ
て

い
た
措
置
時
代
に
は
、
こ
れ
も
受
忍
の
範
囲
内
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
介

護
保
険
の
導
入
に
と
も
な
っ
て
、
利
用
者
の
権
利
意
識
が
高
ま
り
、
在
宅
に

対
し
て
見
劣
り
の
し
な
い
暮
ら
し
の
場
と
し
て
の
施
設
に
対
す
る
需
要
が
高
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て
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
の
負
担
に
耐
え
う
る
経
済
力
を
持
っ
た
利
用
者
の
み
が
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
受
益
者
と
な
り
、
費
用
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
低
所
得
階

層
の
利
用
者
は
従
来
型
の
多
床
室
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
二
極

化
を
と
も
な
う
利
用
者
格
差
が
拡
大
し
、
そ
れ
を
厚
労
省
は
制
度
上
容
認 

し
た
。

二
〇
〇
四
年
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
推
進
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
ホ
テ
ル
コ
ス
ト

導
入
に
至
る
短
期
間
の
う
ち
に
、
厚
労
省
が
制
度
の
改
変
を
お
こ
な
っ
た
こ

と
は
、
現
場
に
い
ち
じ
る
し
い
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
厚
労
省
の
場
当
た
り

的
な
制
度
変
更
に
、
現
場
は
ふ
り
ま
わ
さ
れ
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
推
進
策
に

乗
っ
た
事
業
者
の
う
ち
に
は
、「
二
階
に
昇
っ
た
あ
と
に
、
梯
子
を
は
ず
さ

れ
た
」と
怒
り
の
声
も
聞
か
れ
た
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
政
策
的
導
入
に
あ
た
っ
て
初
め
か
ら
一
貫
性
の
あ
る
制

度
設
計
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
―
つ
ま
り
個
室
利
用
を
コ
ス
ト
を
と
も
な
う

選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
提
供
す
る
―
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
制
度

変
更
の
背
後
に
見
え
る
の
は
、
依
然
と
し
て
多
床
室
に
よ
る
介
護
を「
標
準

介
護
」と
見
な
す
日
本
の
高
齢
者
介
護
の
貧
し
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
高
齢

者
の
暮
ら
し
の
場
と
し
て「
個
室
が
当
然
」と
い
う
考
え
方
が
、
介
護
の「
標

準
」と
は
な
っ
て
い
な
い
現
実
で
あ
る
。

近
年
、
施
設
志
向
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
厚
労
省
の
発
表（2009

年
）で
待
機

高
齢
者
数
は
全
国
で
約
四
二
万
人
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
過
程

間
が
必
要
と
な
り
、
建
築
コ
ス
ト
が
か
さ
む
傾
向
が
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア

は
ハ
ー
ド
の
条
件
に
強
く
制
約
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
事
業
者
に
と
っ
て

は
よ
り
大
き
な
初
期
投
資
を
必
要
と
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
厚
労
省
の

強
力
な
誘
導
は
功
を
奏
し
た
。
厚
労
省
の
平
成
一
八
年
介
護
サ
ー
ビ
ス
施

設・事
業
所
調
査
の
概
況
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
四
年
に
介
護
老
人
福
祉
施
設

の
う
ち
個
室
の
比
率
は
四
八・
三
%
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
〇
五
年
に
は

五
五・〇
%
と
対
前
年
度
比
二
三・三
%
と
急
増
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
に
限
れ
ば
前

年
度
比
五
〇・
三
%
の
増
加
を
見
た
。
そ
の
ほ
か
、
老
人
保
健
施
設
、
短
期

入
所
施
設
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
住
居
に
お
い
て
も
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア

の
割
合
は
増
加
し
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
の
介
護
保
険
法
改
正
に
あ
た
っ
て
、
厚
労
省
は
想
定
し
た

以
上
に
増
大
し
た
施
設
介
護
の
負
担
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
個
室
に
対
し

て「
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
」を
か
け
る
よ
う
に
利
用
料
を
改
訂
し
た
。
厚
労
省
の
言

い
分
は
、
在
宅
介
護
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
は
ソ
フ
ト
の
ほ
か
に
住
宅
施

設・設
備
に
対
し
て
自
己
負
担
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
施
設
入
居
者
が
介

護
と
い
う
ソ
フ
ト
に
対
す
る
利
用
料
の
み
を
負
担
し
、
居
住
部
分
に
対
す
る

ハ
ー
ド
の
使
用
料
を
負
担
し
な
い
の
は
公
平
を
欠
く
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
利
用
料
負
担
が
他
の
特
養
並
み
の
月
額
三
万
円
台
か
ら
一

挙
に
一
一
〜
一
三
万
円
台
に
上
昇
し
た
施
設
も
あ
る
。
と
り
わ
け
全
室
個
室

化
を
実
現
し
た
事
業
者
に
と
っ
て
は
、
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
の
負
担
に
耐
え
な
い

利
用
者
を
多
床
室
に
移
動
し
て
利
用
料
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
い
っ
た
柔
軟

な
運
用
が
で
き
ず
、
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
利
用
者
も
い
る
。
結
果
と
し

❖
2 

厚
労
省
は
ユ
ニ
ッ
ト
の
規
模
は
通
常
八
〜
一
〇
人
ま
で
、
最
大
一
二
人
と
し
て
い
る
。
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私
が
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
の
徴
収
を
評
価
す
る
理
由
は
た
だ
ひ
と
つ
、
そ

れ
が「
家
賃
」だ
か
ら
で
あ
る
。
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
と
は
つ
ま
り
家
賃
で
あ

る
。
家
賃
を
払
う
と
い
う
こ
と
は
賃
貸
住
宅
に
住
む
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
と
ケ
ア
コ
ス
ト
と
が
分
離
さ
れ
れ
ば
、
施
設
と
い

う
概
念
は
意
味
が
な
く
な
る
。 

﹇
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム「
風
の
村
」2002: 15

﹈

高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
と
い
う
ハ
ー
ド
と
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
ソ
フ
ト

の
組
み
合
わ
せ
を
歓
迎
す
る 

浅
川
澄
一﹇2007

﹈も
、
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅

が
普
及
し
て
い
け
ば
、
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
の
問
題
は
な
く
な
る
、
と
言
う
。
賃

貸
だ
ろ
う
が
分
譲
だ
ろ
う
が
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
分
離
は
、
最
終
的
に
は

脱
施
設
化
へ
の
流
れ
を
つ
く
り
だ
す
。
自
宅
で
在
宅
介
護
を
受
け
る
高
齢
者

が
、
資
産
の
有
無
に
し
た
が
っ
て
住
宅
の
ク
ォ
リ
テ
ィ
の
違
い
を
経
験
す
る

の
な
ら
、
賃
貸
住
宅
に
も
コ
ス
ト
に
よ
っ
て
差
が
生
じ
る
の
は
あ
た
り
ま
え

で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
コ
ス
ト
を
支
払
っ
て
ど
の
よ
う
な
居

住
空
間
に
住
む
か
は
、
利
用
者
の
選
択
と
負
担
能
力
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と

に
な
る
。

社
会
福
祉
法
人
、
株
式
会
社
、
N　
P　
O
と
多
様
な
法
人
格
を
組
み
合
わ
せ

て
ユ
ニ
ー
ク
な
介
護
施
設
経
営
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
で
有
名
な
岐
阜
の
新

生
苑
の
代
表
石
原
美
智
子
も
、
コ
ス
ト
に
よ
っ
て
居
住
空
間
の
広
さ
や
設
備

が
違
う
の
は
当
然
だ
と
考
え
る
。
新
生
苑
に
は
、
月
額
利
用
料
三
〇
万
を
超

す
、
都
市
ホ
テ
ル
並
み
の
個
室
を
備
え
た
有
料
の
介
護
棟
と
、
標
準
的
な
コ

ス
ト
の
多
床
室
の
介
護
棟
と
が
あ
り
、
前
者
に
は
負
担
能
力
の
あ
る
経
済
階

で
せ
っ
か
く
つ
く
っ
た
個
室
を
分
割
し
て
二
人
部
屋
に
す
る
と
か
、
新
た
に

設
立
す
る
特
養
に
、
多
床
室
を
つ
く
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
動
き
も

あ
る
。
ま
た
個
室
基
準
を
緩
和
し
て
、
現
在
ひ
と
り
あ
た
り
八
畳
程
度
の
広

さ
を
、
地
域
に
よ
っ
て
は
六
畳
程
度
、
ま
た
地
価
の
高
い
大
都
市
で
は
四・

五
畳
で
よ
し
と
す
る「
規
制
緩
和
」を
、「
地
方
自
治
」の
名
の
も
と
に
求
め
る

地
方
自
治
体
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
推
進
に
対
す
る
ゆ
り
も
ど

し
で
あ
る
。
待
機
高
齢
者
を
減
ら
そ
う
と
い
う
こ
の
動
き
は
、
ひ
と
り
で
も

多
く
の
高
齢
者
を
施
設
に
収
容
す
る
た
め
な
ら
施
設・設
備
は
劣
悪
で
も
か

ま
わ
な
い
、
と
い
う「
姥
捨
て
」策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

個
別
ケ
ア
を
理
念
と
し
て
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
を
標
準
と
し
、
理
想
を
追
求
し

た
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
ど
ん
な
運
命
を
た
ど
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
を
た
ど

り
な
が
ら
、
個
別
ケ
ア
の
今
後
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

さ
ん
ざ
ん
不
評
を
得
た
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
は
、
そ
ん
な
に
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。

ホ
テ
ル
コ
ス
ト
へ
の
肯
定
的
な
評
価
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

も
と
も
と
有
料
の
ケ
ア
付
き
住
宅
を
提
供
し
て
き
た
事
業
者
の
目
か
ら
は
、

ホ
テ
ル
コ
ス
ト
に
は
合
理
性
が
あ
る
。
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
を
居
住
コ
ス
ト
と
ケ

ア
コ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
分
離
を
果
た
し
た
と
し
て
歓
迎

す
る
人
々
も
い
る
。
全
室
個
室
の
新
型
特
養「
風
の
村
」【
図
6
】を
推
進
し
て

き
た
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
千
葉
の  

池
田
徹
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

ホ
テ
ル
コ
ス
ト
と
は

3
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リ
ン
グ
よ
り
）。

そ
う
な
れ
ば
当
然
、
負
担
能
力
に
よ
っ
て
、
居
住
条
件
は
変
わ
っ
て
く
る
。

「
資
産
や
所
得
の
違
い
が
老
後
の
生
活
に
一
定
の
格
差
を
も
た
ら
す
こ
と
は

止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
」と 

池
田
は
書
く
。

憲
法
で
保
障
さ
れ
た「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」と
は
、

例
え
ば
風
の
村
入
居
者
程
度
の
生
活
を
下
回
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。 

﹇
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム「
風
の
村
」2002: 15

﹈

そ
の
水
準
の
維
持
に
は「
個
室
」が
前
提
で
あ
る
。
あ
と
は
広
さ
や
設
備
で

コ
ス
ト
の
差
が
つ
く
の
は
病
院
の
差
額
ベ
ッ
ド
の
使
用
料
と
同
じ
理
屈
で
あ

る
。
現
状
で
は
多
床
室
が
標
準
で
あ
る
た
め
に
、
個
室
で
あ
る
こ
と
だ
け
で

付
加
価
値
が
つ
く
。
個
室
が
居
住
空
間
と
捉
え
ら
れ
る
な
ら
、
個
室
に
ト
イ

レ
や
キ
ッ
チ
ン
が
付
設
し
て
い
な
い
の
は
お
か
し
い
、
と
い
う
批
判
も
あ
る
。

ま
た
、
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
が「
家
賃
」と
同
じ
な
ら
、
地
域
標
準
の
賃
貸
価
格
に

見
合
わ
な
い
一
律
の
コ
ス
ト
を
徴
収
さ
れ
る
不
合
理
を
指
摘
す
る
論
者
も
い

る
。
個
室
が
賃
貸
住
宅
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
に
、
ケ
ア
が
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

層
の
利
用
者
が
入
居
し
て
い
る3

❖

。
た
だ
し
ケ
ア
に
差
は
つ
け
な
い
。
石
原
の

言
い
分
は
こ
う
で
あ
る
。

フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
だ
ろ
う
が
エ
コ
ノ
ミ
ー
ク
ラ
ス
だ
ろ
う
が
、
航

空
会
社
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
お
客
を
目
的
地
に
安
全
に
届
け
る
と
い
う

サ
ー
ビ
ス
で
は
同
じ
。
居
室
は
違
っ
て
も
ケ
ア
に
差
は
つ
け
な
い（
ヒ
ヤ

図6　「風の村」3Fユニット平面図　［「風の村」提供］

テラス テラス

個室 個室 個室 個室 個室 個室

個室個室

個室個室 個室 個室
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個室個室

個室個室 個室 個室

個室個室

個室 個室 個室

脱衣室

EVホール

汚物
処理

医務室

静養室

EV

パントリ

特殊浴室
浴室

個室

個室

寮母室

理容室

洗濯室

浴室脱衣

東
リビング

南
リビング

西
リビング

北
リビング

地域交流
スペース
（食堂）

個室

❖
3 

新
生
苑
が
個
室
棟
を
つ
く
っ
た
と
き
に
は
、
ま
だ
厚
労
省
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
推
進
策
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
後
に
多
床
室
に
加
え
て
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
棟
を
新
設
し
た
が
、
有
料
個
室
棟
か
ら

そ
ち
ら
へ（
家
族
の
意
向
で
）移
動
し
た
利
用
者
も
い
る
と
い
う
。
後
者
の
ほ
う
が
月
額
負
担
が
軽

い
か
ら
で
あ
る
。

0        5     10m

N
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の 

外
山
の
代
表
作
を
、
事
例
研
究
の
対
象
に
と
り
あ
げ
た
。
本
書
が
ユ
ニ
ッ

ト
ケ
ア
を
対
象
に
、
そ
の
実
践
現
場
に
お
け
る
効
果
と
問
題
点
を
主
題
の
ひ

と
つ
と
し
た
の
は
、
以
上
の
事
情
に
よ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
起
源
は
、
認
知
症
対
応
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
高
齢
者
介

護
施
設
に
お
け
る
ケ
ア
の
改
善
の
試
み
の
帰
結
で
あ
る
。
先
述
し
た
厚
労
省

の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
調
査4

❖

に
よ
れ
ば
、
認
知
症
対
応
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
も

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
取
り
入
れ
ら
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
お
け
る
事
業
所
総
数
は

八
三
五
〇
、
平
均
ユ
ニ
ッ
ト
数
は
一・七
、一
ユ
ニ
ッ
ト
あ
た
り
の
定
員
の
平

均
は
八・
九
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
施
設
に
お
け
る
五
〇
人
か
ら

一
〇
〇
人
程
度
の
大
規
模
な
集
団
ケ
ア
の
流
れ
作
業
に
疑
問
を
感
じ
た
現
場

の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
不
満
か
ら
、
フ
ロ
ア
単
位
の
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
へ
、
さ
ら

に
小
規
模
の
ユ
ニ
ッ
ト
風
ケ
ア
へ
と
、
ソ
フ
ト
面
の
変
化
が
起
き
て
き
た
。

個
室
ケ
ア
に
踏
み
切
る
に
は
ハ
ー
ド
の
制
約
が
あ
り
、
完
全
な
個
室
ユ
ニ
ッ

ト
ケ
ア
と
は
な
ら
な
い
が
、
既
存
の
施
設
を
工
夫
し
て
コ
ー
ナ
ー
や
仕
切
り

を
つ
く
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
風0

ケ
ア
を
創
案
し
て
き
た
人
々
の
試
み
が
あ
る
。
そ

の
な
か
で
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
導
入
が
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
満
足
に
つ
な
が

り
、
入
居
者
の
状
態
の
改
善（
認
知
症
者
の
状
態
が
安
定
し
、
入
居
者
の
笑
顔
が
増
え
、
食

事
の
摂
取
量
も
増
え
る
等
）が
見
ら
れ
る
と
い
う
手
応
え
を
得
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う

な
現
場
の
実
践
か
ら
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
も
う
ひ
と

つ
の
源
流
で
あ
る
。

前
者
の
ハ
ー
ド

建
築
主
導
型
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
先
進
モ
デ
ル
と
し

た
理
念
先
行
の
理
想
主
義
的
な
動
き
で
あ
り
、
後
者
の
ソ
フ
ト

サ
ー
ビ
ス

で
付
け
加
わ
る
な
ら
、
集
団
処
遇
を
前
提
と
し
た
施
設
ケ
ア
か
ら
、
個
別
ケ

ア
へ
の
大
き
な
転
換
で
あ
ろ
う
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
は
、
ふ
た
つ
の
起
源
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
ハ
ー
ド
面
か

ら
、
も
う
ひ
と
つ
は
ソ
フ
ト
面
か
ら
、
言
い
替
え
れ
ば
建
築
学
的
な
起
源
と

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
の
実
践
現
場
か
ら
の
起
源
で
あ
る
。

前
者
の「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
源
流
」に
は
、
福
祉
先
進
国
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の「
痴マ

呆マ

性
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
」﹇ 

外
山2003: 77

﹈か
ら
、
ユ
ニ
ッ

ト
ケ
ア
の
理
念
を
日
本
に
持
ち
こ
み
、
積
極
的
に
そ
れ
を
推
進
し
た
建
築

家
の 

外と

山や
ま

義た
だ
しが
い
る
。
八
二
〜
八
九
年
に
わ
た
っ
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
留

学
し
た 

外
山
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
高
齢
者
福
祉
の
水
準
に
、
日
本
と
の
大

き
な
落
差
を
感
じ
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
彼
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
立
工
科

大
学
に
お
い
て
高
齢
期
に
お
け
る
人
と
住
環
境
と
の
相
互
浸
透
関
係
に
つ
い

て
の
研
究
に
取
り
組
み
、
博
士
号
を
取
得
し
て
帰
国
後
、
八
九
年
に
厚
生

省（
当
時
）の
国
立
医
療・病
院
管
理
研
究
所
地
域
医
療
施
設
設
計
計
画
研
究
室

長
を
務
め
た
。
そ
の
後
、
東
北
大
教
授
、
京
大
教
授
を
経
て
二
〇
〇
二
年
に

五
二
歳
で
死
去
。
設
計
作
品
に
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
先
進
施
設
と
し
て
有
名

な「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」（
一
九
九
九
年
）【
図
7
】、「
風
の
村
」（
二
〇
〇
〇
年
）【
図

6
】な
ど
が
あ
る
。
本
書
の
も
と
に
な
っ
た
共
同
研
究﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・

建
築
学
研
究
室2006

﹈の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
社
会
学
と
建
築
学
と
の
学
際
研
究

に
あ
り
、
建
築
チ
ー
ム
に
は
、 

外
山
の
関
係
者
が
含
ま
れ
、
前
述
の
ふ
た
つ

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
起
源

4
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「
権
力
」に
よ
る
統
制
と
見
な
す 

三
好
の
立
場
は
一
面
的
に
す
ぎ
る
。

事
実
、
多
く
の
介
護
施
設
が
現
場
の
悩
み
を
改
善
す
る
試
み
の
過
程
で
、

集
団
ケ
ア
へ
の
反
省
か
ら
始
ま
っ
た
自
然
発
生
的
な
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
は
、
事

後
的
に「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
」と
い
う
概
念
を
発
見
し
、
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
。

興
味
深
い
こ
と
に「
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
」と
は
文
字
通
り
訳
せ
ば「
集
団
ケ
ア
」を

意
味
す
る
が
、
実
践
現
場
に
お
け
る「
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
」と
は
、
大
規
模
な
集

団
を
小
規
模
な
単
位
に
分
割
す
る
こ
と
を
当
初
は
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
に

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
い
う
概
念
と
空
間
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
と

を
与
え
た
の
は
、 

外
山
ら
の
理
想
主
義
で
あ
り
、「
啓
蒙
」で
あ
っ
た
こ
と
を

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
と
も
に
、「
集
団
ケ
ア
」か
ら「
個
別
ケ

ア
」へ
の
志
向
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、 

外
山
の
場
合
に
は
、

「
個
別
ケ
ア
」が「
個
室
」を
基
本
と
す
る
と
い
う
個
人
主
義
の
前
提
に
立
っ
て

い
た
点
で
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
も
あ
り
、
か
つ
理
念
的
で
も
あ
っ
た
。
現

場
は
実
践
の
過
程
で「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
」と
い
う
概
念
に
出
会
い
、
そ
れ
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の「
普
及
」は
、
両
者
の
流
れ

の
出
会
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

ケ
ア
の
現
場
が
た
め
ら
い
な
が
ら
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
取
り
入
れ
て
い
く
試

改
善
型
は
、
現
場
の
実
践
か
ら
生
ま
れ
た
自
然
発
生
的
な
動
き
で
あ
っ
た
。

日
本
型
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
こ
の
両
者
の
流
れ
が
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

普
及
し
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
の
ち
に
論
じ
る
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
批

判
の
急
先
鋒
で
あ
る 
三
好
春
樹
は
、「
近
代
と
権
力
」に
侵
さ
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト

ケ
ア
は
認
め
な
い
が
、
現
場
か
ら
の
自
然
発
生
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
な
ら

認
め
る
、
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る5

❖

﹇ 

高
口2004

﹈。
だ
が
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン・モ
デ
ル
」を「
近
代
主
義
」と
ラ
ベ
リ
ン
グ
し
、
厚
労
省
に
よ
る
制
度
化
を

図7　「ケアタウンたかのす」平面図
　　　［ 外山 2003：82］

住居棟

住居棟

住居棟

住居棟

住居棟

住居棟

浴室
食堂

食堂食堂

食堂

SS

SS
SS

SS

機能訓練室

語らい広場

中庭

在介 センター

事務室

交流スペース

サービスステーション（SS）

浴室

浴室 厨房
大
食
堂

❖
4 
厚
労
省
の
調
査
報
告
書
に
付
さ
れ
た（
注
）に
よ
れ
ば「
共
同
生
活
住
居（
ユ
ニ
ッ
ト
）と
は
、

認
知
症
の
状
態
に
あ
る
要
介
護
者
が
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
を
い
い
、
居
室
、
居
間
、
食
堂
、

台
所
、
浴
室
等
の
設
備
の
あ
る
も
の
を
い
う
」と
あ
る
。

❖
5  

高
口
は「
近
代
と
権
力
が
絡
ん
で
い
な
け
れ
ば
、 

三
好
さ
ん
も
も
う
ち
ょ
っ
と
ユ
ニ
ッ
ト
ケ

ア
に
優
し
か
っ
た
か
も
ね（
笑
）」と
揶
揄
し
て
い
る﹇ 

高
口2004: 146

﹈。
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ん
な
な
か
で
約
一
年
半
経
過
し
た
後
、
ソ
フ
ト
面
で
の
充
実
が
な
さ
れ

て
い
な
い
現
状
に
ス
タ
ッ
フ
間
か
ら
少
し
ず
つ
疑
問
の
声
が
あ
が
る
よ

う
に
な
り
、
幾
度
か
の
勉
強
会
や
ス
タ
ッ
フ
間
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
重

ね
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
で
き
る
こ
と
か
ら
少
し
ず
つ
始
め
て
み
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
、
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
ス
タ
ッ
フ
の
担
当

を
決
め
ま
し
た
。（
中
略
）し
か
し
、
そ
の
頃
は
ま
だ「
ユ
ニ
ッ
ト
っ
て
な

に
?　
ユ
ニ
ッ
ト
に
す
る
と
人
が
い
な
い
、
死
角
が
で
き
る
、
見
守
り

が
で
き
な
い
」な
ど
と
否
定
的
な
意
見
が
強
く
、
ス
タ
ッ
フ
の
意
識
的

な
変
化
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
、
開
設
三
年
目
に
入
り
、
よ
う
や
く「
こ
の
ま
ま
で
は
い
け

な
い
、
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
…
…
。
も
う
一
度
ケ
ア
の
あ
り
方
を
一

か
ら
見
直
そ
う
」と
い
う
こ
と
で
、
本
格
的
に
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
取
り

組
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

﹇ 

高
口2004: 74-78

﹈

亀
山
老
健
の
建
築
は
、
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
四
人
部
屋

の
多
床
室
が
基
本
と
な
っ
て
お
り
、
正
確
に
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
は
な
く
ユ

ニ
ッ
ト
風0

ケ
ア
で
あ
る
。
だ
が
、
上
述
の
証
言
か
ら
わ
か
る
の
は
、
ユ
ニ
ッ

ト
ケ
ア
の
理
念
は「
個
別
ケ
ア（
に
少
し
で
も
近
づ
け
る
こ
と
）」に
あ
り
、
ハ
ー
ド

の
条
件
だ
け
で
一
義
的
に
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

高
齢
者
施
設
に
入
居
し
て
い
る
認
知
症
高
齢
者
に
、「
こ
こ
は
ど
こ
で
す

ハ
ー
ド
と
し
て
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア

5

行
錯
誤
の
過
程
を
、
亀
山
老
人
保
健
施
設
の
若
山
ひ
と
み
が
証
言
し
て
い
る
。

少
し
長
い
が
引
用
し
よ
う
。

十
年
く
ら
い
ま
え
、
法
人
の
な
か
の
特
養
部
門
に
二
〇
〇
床
と
い
う

大
規
模
施
設
が
あ
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
床
を
三
フ
ロ
ア
ー
に
分
け
、
一

フ
ロ
ア
ー
七
〇
人
と
い
う
大
人
数
の
介
護
単
位
で
ケ
ア
を
お
こ
な
っ
て

い
ま
し
た
。
当
時
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
四・
一
対
一
の
配
置
で
七
〇
人
の

利
用
者
に
対
応
す
る
た
め
、
お
年
寄
り
一
人
ひ
と
り
が
見
え
な
い
状
態

に
あ
り
ま
し
た
。

幾
度
か
の
検
討
を
重
ね
、
一
人
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
が
利
用
者
を
理

解・把
握
し
対
応
で
き
る
の
は
一
五
人
か
ら
二
〇
人
ま
で
だ
と
い
う
見

解
か
ら
、
一
フ
ロ
ア
ー
七
〇
人
を
三
つ
の
介
護
単
位
に
分
け
て
ケ
ア
す

る
と
い
う
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
両
面
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
も
と
に
平
成
一
一
年
四
月
に
亀
山
老
健
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
開
設
当
初
か
ら
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
が
で
き
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。（
中
略
）ス
タ
ッ
フ
の
意

識
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
集
団
的
ケ
ア
、
画
一
的
で
流
れ
作
業
的
な
ケ

ア
、
利
用
者
は
集
団
の
な
か
の
一
人
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
時
間

内
に
業
務
を
終
え
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
お
り（
中
略
）介
護
効
率
優
先
、

利
用
者
主
体
で
は
な
く
、
職
員
中
心
の
介
護
で
職
員
が
利
用
者
を
お
世

話
し
て
あ
げ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
常
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
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な
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
す
る
、
と
い
う
主
張
も
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
懸
念
や
不
安
、
思
い
こ
み
に
対
し
て
、 

外
山
は
実
証
デ
ー

タ
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
反
論
し
て
い
く
。
そ
の
方
法
は

徹
底
的
に
経
験
的
な
実
証
研
究
で
あ
る
。 

外
山
が
実
証
デ
ー
タ
を
も
っ
て
反

論
し
た「
実
証
的「
個
室
批
判
」批
判
」を
検
証
し
て
み
よ
う6

❖

。

そ
の
第
一
は「
多
床
室

活
発
な
入
居
者
間
の
交
流
」神
話
で
あ
る
。
こ
の

た
め 

外
山
は
研
究
室
の
ス
タ
ッ
フ
を
動
員
し
て
、
六
人
部
屋
特
養
に
お
い
て

七
〜
一
九
時
に
至
る
一
二
時
間
の
あ
い
だ
、
一
分
ご
と
に
入
居
者
の
行
動
を

記
録
す
る
と
い
う
定
点
観
測
の
手
法
を
採
用
し
た
。
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
の

が
、
図
8
で
あ
る
。

「
こ
の
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
入
居
者
は
ほ
と
ん
ど
の
時
間
、
同
室
者

に
対
し
背
を
向
け
た
姿
勢
を
と
っ
て
過
ご
し
て
い
る
。
同
室
者
同
士
は
交
流

す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
互
い
に
か
か
わ
り
を
避
け
て
生
活
し
て
い
る
様
子

が
う
か
び
上
が
っ
て
き
た
…
…
。
夜
間
の
同
室
者
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
の

使
用
や
い
び
き
に
よ
る
睡
眠
中
断
、
物
取
ら
れ
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
に
よ
る
ス
ト

レ
ス
に
対
し
て
、
同
室
者
同
士
は
互
い
に
目
に
見
え
な
い
壁
を
つ
く
り
、
感

覚
を
閉
じ
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
が
続
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
」﹇ 

外
山2003: 

59
﹈と 
外
山
は
指
摘
す
る
。
そ
の
結
果
、
入
居
者
の
容
態
の
急
変
に
対
し
て

か
」と
た
ず
ね
る
。
よ
く
返
っ
て
く
る
答
が
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
こ
こ
は
学
校
で
す
よ
」。

建
築
家
の 
外
山
が
紹
介
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る﹇ 

外
山2003: 25

﹈。

多
く
の
特
養
で
は
、
幅
四
〜
五
メ
ー
ト
ル
の
広
い
廊
下
を
挟
ん
で
、
多
床

室
が
並
ぶ
。
そ
こ
で
時
間
管
理
に
し
た
が
っ
た
集
団
ケ
ア
が
お
こ
な
わ
れ
て

き
た
。
通
常
の
生
活
空
間
と
は
ス
ケ
ー
ル
の
違
う
空
間
で
、
時
間
ど
お
り
に

日
常
が
仕
切
ら
れ
、
し
か
も
職
員
は「
指
示
形
、
禁
止
形
、
教
育
調
」で
入
居

者
に
話
し
か
け
る
。
こ
の
空
間
を「
学
校
」と
見
な
す
高
齢
者
の
空
間
認
知
を
、

 

外
山
は「
な
ん
と
鋭
い
感
覚
だ
ろ
う
」﹇ 

外
山2003: 25

﹈と
感
嘆
す
る
。
日
本
の

高
齢
者
施
策
の
な
か
に
、「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
」の
理
念
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
経

緯
に
は
、
厚
生
省（
当
時
）の
内
外
に
お
け
る 

外
山
の
功
績
を
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

だ
が
若
山
の
証
言
に
あ
る
よ
う
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
導
入
に
当
た
っ

て
は
、
現
場
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
不
安
、「
ユ
ニ
ッ
ト
に
す
る
と
人
が
い
な

い
、
死
角
が
で
き
る
、
見
守
り
が
で
き
な
い
」を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
さ
ら
に
建
築
コ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
利
用
者
に
よ
り
そ
っ

た「
個
別
ケ
ア
」を
め
ざ
す
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
が
、
よ
り
多
く
の
人
手
を
要
す
る

こ
と
で
、
人
件
費
コ
ス
ト
を
圧
迫
す
る
の
で
は
な
い
か
、
も
し
現
行
の
ま
ま

の
シ
フ
ト
で
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
労
働
強
化
を
招

く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
経
営
側
と
ワ
ー
カ
ー
側
、
両
者
の
不
安
に
も
応

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
多
床
室
を
擁
護
す
る
立
場
に
は
、
高

齢
者
は
孤
独
で
さ
み
し
い
思
い
を
し
て
お
り
、
個
室
だ
と
引
き
こ
も
り
に

❖
6 

デ
ー
タ
は
九
五
〜
九
六
年
に
実
施
さ
れ
た
厚
生
省（
当
時
）委
託
研
究
、『
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
個
室
化
に
関
す
る
研
究
』﹇ 

外
山2003

﹈に
よ
る
。
同
報
告
書
は
、
全
国
社
会
福
祉
協
議

会・高
齢
福
祉
部
か
ら
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
他
に 

外
山
研
究
室
で
独
自
に
お
こ
な
わ
れ
た
調

査
デ
ー
タ
に
も
依
拠
し
て
い
る
。
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も
、
同
室
者
の
通
報
は
少
な
く
、
巡
回
し
て
き
た
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
デ
ー
タ
と
し
て
導
か
れ
る
。 

外

山
は
こ
れ
を
解
説
し
て「
同
室
者
の
容マ

体マ

が
急
変
し
て
も
わ
か
ら
な
い
く
ら

い
互
い
に
無
感
覚・無
関
心
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
齢
入
居
者
は
か
ろ

う
じ
て
多
床
室
内
に
自
分
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」﹇ 

外
山

2003: 59

﹈と
い
う
。

人
類
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な
人
為
的
な
テ
リ
ト
リ
ー
の
形
成
を
、「
儀
礼

的
距
離
化ritual distanciation

」と
い
う
概
念
で
呼
ぶ
。
た
と
え
ば
身
体

を
密
着
せ
ず
に
は
乗
車
で
き
な
い
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
の
車
両
内
で
、
互
い
に

顔
を
背
け
て
無
関
心
を
装
う
と
か
、
客
人
の
い
る
居
間
で
家
の
女
性
が
顔
の

半
分
を
覆
う
ベ
ー
ル
を
つ
け
る
こ
と
で
境
界
を
区
分
す
る
と
か
の
工
夫
を
指

す
。
物
理
的
に
密
接
な
空
間
の
な
か
で
避
け
あ
う
こ
と
が
む
ず
か
し
い
場
合
、

「
見
な
い
ふ
り
、
聞
か
な
い
ふ
り
」を
す
る
こ
と
で
、
自
他
の
テ
リ
ト
リ
ー
を

侵
さ
な
い
た
め
の
対
人
関
係
の
技
法
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
六
人
部
屋

と
い
う
環
境
は
入
居
者
に
と
っ
て
余
儀
な
い
選
択
で
あ
る
た
め
に
、
そ
こ
で

サ
バ
イ
バ
ル
す
る
た
め
の
距
離
化
の
身
体
技
法
を
彼
ら
が
身
に
つ
け
る
に

至
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
多
床
室
は
、
当
事
者
か
ら
け
っ
し
て

歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
介
護
施
設
の
よ
う
な
暮
ら
し
の
場
に
は
ふ
さ

わ
し
く
な
い
だ
ろ
う7

❖

。

 
外
山
ら
は
、「
個
室

引
き
こ
も
り
」説
の
反
証
も
お
こ
な
っ
た
。
四
人
部

屋
と
個
室
そ
れ
ぞ
れ
二
施
設
計
四
施
設
に
つ
い
て
入
居
者
の
タ
イ
ム
ス
タ

デ
ィ（
一
五
分
ご
と
の
行
動
観
察
記
録
）を
実
施
し
、
日
中
の
居
室
滞
在
時
間
を
測
定

出典： 石田妙ほか［2001］

図8　多床室における顔の向きと姿勢　［ 外山2003: 59］

横たわる
38%

横たわる
40%

窓・廊下を
向く  
39%

窓・廊下を
向く  14%

壁を向く  16%

横たわる
37%

窓・廊下を
向く  
35%

壁を向く  11%

横たわる
36%

窓・廊下を
向く  17%

壁を向く  14%

外を向く  
83%

内を向く内を向く

内を向く内を向く

17%20%

32%33%

内を向く  3%

ベランダ

廊下

内を向く  7%

外を向く  
80%

横たわる  
97%

横たわる  
93%

外を向く  
68%

外を向く  
67%

姿勢 姿勢顔顔



1 9 7 第 8章　「よいケア」とは何か

前
の
病
院
で
は
四
人
部
屋
に
い
た
。
そ
の
た
め
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の

個
室
は
、
一
人
だ
と
広
い
な
と
思
っ
た
が
、
慣
れ
て
く
る
と
個
室
は

や
っ
ぱ
り
よ
い（「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」、
七
〇
代
、
女
性
）。

前
の
と
こ
ろ
で
は
四
人
で
い
た
。
一
人
の
ほ
う
が
面
倒
で
な
く
て
よ

い
。
気
を
使
わ
な
く
て
も
よ
い
か
ら
。
仲
間
と
い
る
と
楽
し
い
こ
と
も

あ
る
が
、
け
ん
か
し
た
り
す
る
と
面
倒
だ
。
一
人
は
楽
で
よ
い（「
風
の
村
」、

九
〇
代
、
女
性
）。

一
人
部
屋
ほ
ど
い
い
も
の
は
な
い
。
自
分
の
部
屋
は
落
ち
着
く
。
病

院
の
と
き
は
五
人
部
屋
だ
っ
た
。
一
人
部
屋
だ
か
ら
不
安
だ
と
い
う
こ

と
は
な
い
。
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
職
員
が
来
て
く
れ
る
し
、
誰
か
の
と
こ

ろ
へ
行
き
た
い
と
き
に
は
行
け
る（「
風
の
村
」、
九
〇
代
、
女
性
）。

例
外
的
に
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
利
用
者
に
、「
個
室
は
要
ら
な

い
」と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
こ
の
利
用
者
は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
か
ら
ユ

ニ
ッ
ト
に
入
居
し
て
、
自
分
の
部
屋
に
入
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

自
宅
に
い
る
と
き
も
個
室
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
事
情
が
あ
る
こ
と
が
の

ち
に
判
明
し
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
個
室
が
基
本
か
ど
う
か
は
、

し
た
。
そ
の
結
果
、「
個
室
型
特
養
の
ほ
う
が
多
床
室
型
特
養
よ
り
も
居
室

へ
の
滞
在
率
が
高
い
」と
い
う
仮
説
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て 
外
山
は
以
下
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
る
。

居
室
の
個
室
化
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
人
ひ
と
り
の
身
の
置
き
所
を

保
障
し
、
一
人
に
な
る
逃
げ
場（
自
分
を
取
り
も
ど
せ
る
空
間
）を
保
障
す
る
こ

と
を
と
お
し
て
、
他
者
と
交
流
す
る
意
欲
が
わ
い
て
く
る
こ
と
を
促
す
。

 

﹇ 

外
山2003: 55

﹈

 

外
山
は
付
け
加
え
る
。

か
れ
ら
高
齢
者
は
、
そ
も
そ
も
個
室
か
多
人
数
居
室
か
を
選
択
し
た

り
、
判
断
し
た
り
す
る
状
況
に
置
か
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 

﹇ 

外
山2003: 56

﹈

高
齢
者
の「
選
好
」を
知
る
に
は
、
高
齢
者
に
そ
も
そ
も
選
択
肢
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
個
室
と
多
床
室
の
両
方
を
経
験
し
た
入
居
者
で
な
け
れ
ば
、

両
者
の
比
較
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
た
ち
の
調
査
対
象
に
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ

ア
に
、
他
の
多
床
室
型
施
設
か
ら
移
動
し
て
き
た
利
用
者
が
複
数
い
た
。
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
経
験
し
た
利
用
者
は
、「
元
に
戻
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
」と

異
口
同
音
に
語
る
。
彼
ら
の
証
言
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

❖
7 

医
療
機
関
に
お
け
る
多
床
室
は
、
患
者
の
生
命
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
テ
リ
ト

リ
ー
意
識
が
著
し
く
低
下
し
、
そ
の
た
め
に
受
忍
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、

差
額
ベ
ッ
ド
代
が
か
か
ら
な
い
と
な
れ
ば
、
個
室
を
選
好
す
る
患
者
は
多
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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習
慣
的
な
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
時
代
か
ら
個
室
に
慣
れ
た
身
体
は
個
室
を

快
適
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
、
高
齢
者
の
身
体
感
覚
も
そ
れ
ま
で
の
生
活
歴
を

反
映
す
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
学
習
さ
れ
る
身
体
感
覚
に
、
文
化
差
や
地
域

差
、
階
層
差
、
歴
史
的
文
脈
の
違
い
が
あ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。 

三
好
が

現
在
見
て
い
る
高
齢
者（
自
宅
に
個
室
を
持
っ
た
こ
と
の
な
い
世
代
）と
、
こ
れ
か
ら
登

場
す
る
で
あ
ろ
う
高
齢
者（
子
ど
も
時
代
か
ら
個
室
を
与
え
ら
れ
た
世
代
）と
は
異
な
る

身
体
感
覚
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を「
近
代
主
義
」と
一
括
し

て
批
判
す
る
こ
と
は
適
切
と
は
思
え
な
い
。

利
用
者
を「
入
居
者
お
よ
び
そ
の
家
族
」に
ま
で
拡
大
し
て
み
る
と
、
個
室

化
は
明
ら
か
に
家
族
と
の
関
係
に
、
よ
い
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
確
認
さ

れ
て
い
る
。「
個
室
化
の
す
す
ん
だ
特
養
で
は
、
家
族
の
訪
問
が
目
に
見
え

て
多
い
」﹇ 

外
山2003: 61

﹈と 

外
山
は
指
摘
す
る
。
家
族
と
の
関
係
は「
個
室
で

あ
る
と
い
う
ハ
ー
ド
条
件
だ
け
で
変
化
が
期
待
で
き
る
」効
果
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
個
室
で
あ
れ
ば（
1
）他
の
入
居
者
に
遠
慮
な
く
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を

あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
、（
2
）他
の
入
居
者
に
気
を
使
わ
ず
に
い
つ
で
も

自
由
に
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
る
、（
3
）他
の
入
居
者
に
気
兼
ね
な
く
好
物
を

持
参
し
食
べ
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
、（
4
）場
合
に
よ
っ
て
は
同
室
で
泊
ま

る
こ
と
も
で
き
る
な
ど
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
事
実「
ケ
ア
タ
ウ
ン

た
か
の
す
」で
は
利
用
者
家
族（
六
〇
代
、
女
性
）か
ら「
個
室
と
い
う
こ
と
で
、
家

族
が
自
由
に
入
れ
て
よ
か
っ
た
」と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
。
同
じ
く
ユ
ニ
ッ

ト
ケ
ア
を
実
現
し
た
老
人
保
健
施
設「
虹
の
苑
」の
施
設
側
か
ら
は「
利
用
者

の
家
族
と
も
ス
ム
ー
ズ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
ま
で
の
住
環
境
の
習
慣
性
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
三
好
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
批
判
の
急
先
鋒
だ
が
、
主
張
の
内
容
は
官
の
押
し

つ
け
は
批
判
す
る
が
、「
選
択
肢
が
あ
れ
ば
よ
い
」と
ご
く
ま
っ
と
う
な
も
の

で
あ
る
。
選
択
肢
が
あ
れ
ば
、
そ
し
て
負
担
能
力
が
と
も
な
え
ば
、
個
室
を

選
好
す
る
利
用
者
は
そ
う
で
な
い
利
用
者
よ
り
多
い
だ
ろ
う
こ
と
は
、
上
述

の
経
験
者
の
証
言
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

 

三
好
の
個
室
批
判
は
、
認
知
症
高
齢
者（
彼
は「
痴
呆
老
人
」と
あ
え
て
呼
ぶ
）の
身

体
感
覚
に
及
ぶ
。「
痴
呆
老
人
が
く
っ
つ
き
あ
っ
て
寝
て
る
な
ん
て
こ
と
は

（
現
場
の
者
で
な
け
れ
ば
）見
え
な
い
」（
か
っ
こ
内
引
用
者
）﹇ 

高
口2004: 141

﹈と
い
う 

三

好
は「
誰
で
も
個
室
を
」と
い
う
画
一
的
な
処
遇
は
現
場
を
知
ら
な
い
者
の
い

う
こ
と
だ
、
と
主
張
す
る
。
空
間
の
身
体
感
覚
が
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ

る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
ま
た
キ
ネ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス8

❖
の
教
え
る
よ
う
に
テ
リ
ト

リ
ー
感
覚
が
自
我
の
感
覚
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
自
我
の
境
界
が

変
容
す
る
に
つ
れ
、
空
間
的
な
テ
リ
ト
リ
ー
感
覚
も
拡
大
し
た
り
縮
小
し
た

り
す
る
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
認
知
症
高
齢
者
が
誰

で
も
そ
の
よ
う
な
身
体
の
テ
リ
ト
リ
ー
感
覚
の
崩
壊
を
経
験
す
る
か
ど
う
か

は
、
検
証
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い9

❖

。
な
ぜ
な
ら 

外
山
が
紹
介
し
た
個

室・ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
も
と
も
と
北
欧
の
高
齢
者
介
護
施
設
を
モ
デ
ル
と

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
認
知
症
高
齢
者
も
個
室
で
暮
ら
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
認
知
症
高
齢
者
は
個
室
に
暮
ら
せ
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
た
ん
に
な
じ
み
の
あ
る
生
活
空
間
を
高
齢
者
か
ら
奪
わ
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
空
間
の
身
体
感
覚
は
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「
入
居
者
の
笑
顔
が
多
く
な
っ
た
」「
利
用
者
と
会
話
す
る
時
間
が
増
え
た
」

「
食
べ
る
喜
び
が
増
し
、
食
事
摂
取
量
が
増
え
た
」「
利
用
者
の
希
望
に
応
じ

た
個
別
の
外
出
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
ユ
ニ
ッ
ト
に
な
っ
た
ら
そ
の
人

の
お
誕
生
日
に
お
誕
生
会
を
や
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
人
の
好
き
な
も
の

を
お
や
つ
に
だ
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
認
知
症
の
利
用
者
が
落
ち

着
い
た
」等
﹇々
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006

﹈。

利
用
者
の
変
化
は
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
も
よ
い
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

「
利
用
者
の
そ
ば
に
い
て
関
わ
る
時
間
が
増
え
た
」「
ス
タ
ッ
フ
の
動
線
が

短
く
な
っ
た
」「
ス
タ
ッ
フ
間
で
の
よ
り
密
な
話
し
合
い
の
時
間
が
増
え
た
」

「
家
族
と
も
い
ろ
ん
な
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
ス
タ
ッ
フ
の
ペ
ー
ス

で
利
用
者
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
利
用
者
の
ペ
ー
ス
に
で
き
る
だ
け
合
わ

そ
う
と
い
う
思
い
に
な
っ
た
」﹇ 

高
口2004: 89

﹈と
、
全
体
的
に「
個
別
ケ
ア
」へ

の
傾
向
が
強
ま
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

集
団
ケ
ア
か
ら
ユ
ニ
ッ
ト
風0

ケ
ア
へ
の
移
行
を
経
験
し
た
職
場
で
は
、
ケ

ア
ワ
ー
カ
ー
の
評
価
は
と
り
わ
け
高
い
。
特
養「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」の
例
を
と

り
あ
げ
よ
う
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
導
入
以
前
の
一
九
九
四
年
に
生
活
ク
ラ
ブ
生

利
用
者
の
外
出
や
外
泊
が
増
え
た
こ
と
が
大
き
な
成
果
」﹇ 

高
口2004: 99

﹈と
い

う
報
告
も
あ
る
。

個
室
化・
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
意
義
は
、
厚
労
省
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う

に
ま
と
め
ら
れ
る﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006: 364

﹈。

（
1
） 入
居
者
は
個
性
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
さ
れ
た
生
活
空
間
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
。

（
2
） 個
室
の
近
く
に
交
流
で
き
る
空
間
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
入
居

者
と
良
好
な
人
間
関
係
が
築
け
、
相
互
の
交
流
が
進
む
。

（
3
） 自
分
の
生
活
空
間
が
で
き
、
少
人
数
の
入
居
者
が
交
流
で
き
る
空
間
も

あ
る
こ
と
で
、
入
居
者
の
ス
ト
レ
ス
が
減
る（
認
知
症
高
齢
者
の
徘
徊
な
ど
が

少
な
く
な
る
例
も
多
い
）。

（
4
） 家
族
が
周
囲
に
気
兼
ね
な
く
入
居
者
を
訪
問
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
家

族
関
係
が
深
ま
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

（
5
） イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
防
止
に
効
果
が
あ
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
効
果
は
、
実
際
に
導
入
し
た
現
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
証

言
が
得
ら
れ
て
い
る
。
相
互
行
為
と
し
て
の
ケ
ア
の
双
方
の
当
事
者
に
と
っ

て
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
果
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
言

は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
効
果

6

❖
8 
身
体
距
離
学
と
訳
す
。
エ
ド
ワ
ー
ド・
T
・ ホ
ー
ル
が
提
唱
し
た﹇ H

all 1996=2000

﹈。

❖
9 
建
築
学
の 

長
澤
泰
ら
の
調
査
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
で
、
新
し
い
建
物
に
入
居
し
て
か
ら
の
約
半
年
間
を
観
察
し
た
調
査
で
は
、
そ
の
期
間
に

入
居
者
が
自
分
の
居
室
を
利
用
す
る
頻
度
が
増
加
し
、
共
用
空
間
な
ど
を
職
員
に
誘
導
さ
れ
て
利

用
す
る
頻
度
は
減
少
し
た
。（
中
略
）入
居
者
間
の
会
話
頻
度
は
増
加
し
た
」﹇ 

長
澤・ 

伊
藤・ 

岡
本

2007: 153

﹈。
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「
利
用
者
の
雰
囲
気
が
す
ご
く
変
わ
っ
た
。
個
別
ケ
ア
の
ほ
う
が
、
利
用

者
の
顔
が
歴
然
と
違
う
。
利
用
者
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
排

泄
ケ
ア
を
待
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
」と
職
員
は
証
言
す
る﹇
東

京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006: 170

﹈。

利
用
者
に
つ
い
て
は
よ
い
こ
と
ず
く
め
だ
が
、
他
方
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の

負
担
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
が
労
働
強
化
を
招
く
か
否
か
は
、

事
業
者
と
労
働
者
に
と
っ
て
は
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
、 

外
山
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
た
ま
た
ま
六
人
部
屋
中
心
の
多
床
室
型
か
ら
全

室
個
室・ユ
ニ
ッ
ト
型
に
建
て
替
え
ら
れ
た
高
齢
者
施
設
を
対
象
に
、
建
て

替
え
前
と
建
て
替
え
一
年
後
に
か
け
て
同
一
ス
タ
ッ
フ
四
名
に
計
四
回
の
労

働
量
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
方
法
は
加
速
度 

セ
ン
サ
ー
つ
き
の
小
型
運
動

記
録
器
を
装
着
し
て
も
ら
い
、
日
勤
帯
に
お
け
る
一
日
の
歩
数
と
消
費
運
動

量
を
測
定
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
徹
底
的
に
実
証
的
な
方
法
で
あ
る﹇ 

外
山

2003: 96

﹈。

そ
の
結
果
、
多
床
室
型
か
ら
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
型
へ
の
移
行
に
と
も
な
っ
て
、

移
行
の
直
後
は
た
し
か
に
歩
数
と
運
動
量
は
一
時
的
に
増
え
た
も
の
の
、
し

だ
い
に
元
に
戻
り
、
移
行
後
一
年
た
つ
と
移
行
前
よ
り
歩
数
、
運
動
量
と
も

に
減
少
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
。
建
て
替
え
に
と
も
な
う
個

室
化
に
よ
っ
て
、
施
設
全
体
の
床
面
積
は
以
前
の
三・
五
倍
に
増
加
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
む
し
ろ
ユ
ニ
ッ
ト
内
で
作
業
が
完
結
す
る
た
め

に
動
線
が
短
く
な
り
、
動
き
も
ゆ
っ
く
り
と
な
り
、
職
員
が
入
居
者
に
話
し

か
け
る
回
数
も
増
え
た
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
調
査
結
果
か
ら 

外

協
神
奈
川
が
出
資
し
た
社
会
福
祉
法
人
い
き
い
き
福
祉
会
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」は
、
ハ
ー
ド
の
条
件
に
制
約
さ
れ
て
、
完
全
で
は
な

い
が
コ
ー
ナ
ー
を
利
用
し
た
ユ
ニ
ッ
ト
風0

ケ
ア
へ
の
移
行
に
踏
み
切
っ
た

【
図
9
】。
職
員
は
ユ
ニ
ッ
ト
風0

ケ
ア
へ
の
移
行
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

図9　「ラポール藤沢」平面図　ユニット風
0

ケア
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「
監
禁
」も
広
義
の
高
齢
者
虐
待
の
一
種
で
あ
る
。

（
2
）ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
責
任
者
を
置
く
必
要
が
あ
る
が
、
中
間
的
な
リ
ー

ダ
ー
の
養
成
に
多
く
の
施
設
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
の
合
意
が

形
成
さ
れ
ず
、
未
熟
な
ま
ま
に
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
移
行
し
、
混
乱
を
招
く
こ

と
も
あ
る
。

（
3
）ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
チ
ー
ム
が
細
分
化
し
、
自
分
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用

者
し
か
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
き
る
。
情
報
の
共
有
が
課
題
と
な
り
、

そ
の
た
め
の
し
く
み
が
必
要
と
な
る
。

（
4
）個
室
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
死
角
が
増
え
、
職
員
が
利
用
者
の
個
室
に
は

い
っ
て
ケ
ア
を
し
て
い
る
と
他
の
利
用
者
に
目
が
届
か
な
い
。
そ
の
た
め
、

介
護
職
員
の
都
合
で
個
室
か
ら
利
用
者
を
す
べ
て
共
有
ス
ペ
ー
ス
に
集
め
て
、

一
ヵ
所
で
管
理
す
る
傾
向
も
あ
る
。

（
5
）せ
っ
か
く
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
に
し
て
も
入
浴
設
備
が
あ
い
か
わ
ら
ず
元

の
ま
ま
で
、
集
団
的
な
入
浴
ケ
ア
が
変
わ
っ
て
い
な
い
。

（
6
）厨
房
の
協
力
を
得
ず
に
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
し
た
た
め
に
、
ユ
ニ
ッ
ト

単
位
の
食
事
介
助
の
実
が
あ
が
ら
な
い（
逆
に
言
え
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
導
入
に
は

厨
房
ス
タ
ッ
フ
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
）。

（
7
）利
用
者
の
要
求
が
増
え
、
一
対
一
の
関
係
の
な
か
で
職
員
が
精
神
的

に
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

理
念
と
現
実
と
の
落
差
を
語
る
以
上
の
指
摘
に
加
え
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア

に
つ
い
て
と
り
わ
け
大
き
な
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
が
、
労
働
強

化
と
、
ひ
と
り
職
場
の
問
題
点
で
あ
る
。
詳
論
し
よ
う
。

山
は「
個
室
化・ユ
ニ
ッ
ト
化
が
職
員
の
負
荷
を
増
大
さ
せ
る
」と
は
一
概
に

言
え
な
い
、
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
し
た﹇ 

外
山2003: 96

﹈。

こ
れ
ら
の
経
験
的
デ
ー
タ
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は「
労
働
強
化
に
つ
な
が

る
の
で
は
な
い
か
」「
職
員
配
置
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
」と
懸
念
し
て
い
た
関
係
者
を
説
得
す
る
強
力
な
デ
ー
タ
と
な
り
、
厚
労

省
が
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
推
進
す
る
論
拠
と
な
っ
た
。

だ
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
導
入
後
の
現
場
の
経
験
か
ら
は
、
違
う
声
が
聞
こ

え
て
く
る
。
ま
た
私
た
ち
の
調
査
結
果
か
ら
も
、 

外
山
の
デ
ー
タ
を
反
証
す

る
よ
う
な
発
見
が
得
ら
れ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

そ
の
反
面
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
困
難
も
報
告
さ
れ

て
い
る
。

第
一
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
導
入
の
現
場
は
、
か
な
ら
ず
し
も
理
念
通
り

に
運
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

高
口
が
ま
と
め
る
よ
う
に
、
以
下
の

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
。

（
1
）ユ
ニ
ッ
ト
を
構
成
す
る
た
め
に
利
用
者
を「
分
別
」す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
人
間
関
係
を
無
視
し
て
機
械
的
に
割
り
ふ
っ
た
り
、
よ
く
あ
る

の
は
、
要
介
護
度
別
の
分
別
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
最
重
度
の
し
か
も
認
知

症
利
用
者
が
ひ
と
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
ま
と
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
高
齢
者

の
あ
い
だ
で
は
認
知
症
ユ
ニ
ッ
ト
が
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
た
り
、
そ
の
ユ

ニ
ッ
ト
に
配
当
さ
れ
た
利
用
者
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
。
ま

た
認
知
症
ユ
ニ
ッ
ト
の
多
く
は
、
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
の
か
か
る
フ
ロ
ア
に
配
置

さ
れ
、
利
用
者
は
狭
い
生
活
空
間
の
な
か
に「
拘
束
」さ
れ
て
い
る
。
こ
の
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ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
導
入
す
る
と
一
人
で
過
ご
す
時
間
が
あ
ま
り
に
も

長
く
な
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
お
年
寄
り
六
〇
名
を
二
人
で
夜
勤
を
し
て

い
た
の
に
、
三
〇
名
を
一
人
で
み
る
と
い
う
し
ん
ど
さ
と
怖
さ
と
不
安
。

決
定
的
な
孤
独
感
。 

﹇ 

高
口2004: 148

﹈

 

三
好
も
こ
れ
に
同
調
す
る
。
一
人
夜
勤
の「
目
の
前
の
こ
と
を
共
有
し
て

く
れ
る
人
が
い
な
い
」と
い
う
孤
独
感
は
、
家
族
介
護
者
の
孤
独
感
に
通
じ

る
と
い
う﹇ 

高
口2004: 148-149

﹈。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
導
入
に
よ
っ
て「
全
室
個

室
は
独
房
と
化
」﹇ 

高
口2004: 102

﹈し
、「
密
室
性
を
高
め
」た
職
場
は
、「
介
護

職
を
追
い
詰
め
て
虐
待
を
招
い
て
い
る
」﹇ 

三
好2007: 4

﹈と
ふ
た
り
は
口
を
そ

ろ
え
る
。

一
人
職
場
の
問
題
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
限
ら
な
い
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

は
上
述
し
た
よ
う
に
、
平
均
ユ
ニ
ッ
ト
数
一・
七
を
持
つ
究
極
の
ユ
ニ
ッ
ト

ケ
ア
の
現
場
で
あ
る
。
小
規
模
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
施
設
は
密
室
化
し
、

夜
勤
は
一
人
職
場
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

二
〇
〇
五
年
二
月
一
一
日
、 

石
川
県
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
起
き
た
老
人

虐
待
致
死
事
件
は
ま
だ
耳
新
し
い
。
二
八
歳
の
男
性
職
員
が
、
八
四
歳
の
入

居
者
が「
寒
い
」と
訴
え
る
の
に
対
し
て
石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
の
熱
風
を
当

て
て
、
や
け
ど
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
死
に
至
ら
せ
た
事
件
で
あ
る
。
青
年
は
就

職
し
て
か
ら
一
年
半
の
あ
い
だ
に
週
三
回
の
夜
勤
、
月
に
平
均
し
て
一
二
〜

一
四
回
の
夜
勤
を
し
て
い
た
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
N　
P　
O
法
人
の
経
営
、

理
事
長
は
人
間
関
係
を
築
く
の
が
苦
手
に
見
え
た
青
年
を「
一
人
勤
務
と
い
う

（
8
）「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
し
て
も
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
は
変
化
し
な
い
」

（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
軽
減
す
る
）と
い
う 

外
山
の
調
査
結
果
に
反
し
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ

ア
導
入
の
現
場
で
は
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
労
働
強
化
の
実
感
が
あ
る
。
そ
れ

を 

高
口
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
取
り
入
れ
て
い
る
施
設
の
職
員
の
ほ
と
ん
ど
は
泣

い
て
い
ま
す
ね
。
職
員
は
へ
と
へ
と
で
す
。
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
恨
む
が
ご
と
く
で
す
。「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
憎

し
」と
い
う
の
が
、
現
場
の
率
直
な
感
想
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

 

﹇ 

高
口2004: 102

﹈

厚
労
省
が
根
拠
と
し
た 

外
山
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
し

て
も
職
員
配
置
を
変
え
ず
に
す
む
は
ず
で
あ
っ
た
。
コ
ス
ト
を
変
え
ず
に
利

用
者
の
Q　
O　
L（Q

uality of life

）を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
こ
れ
が
厚

労
省
が
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
推
進
に
踏
み
切
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
だ
が
、

経
験
的
な
実
感
か
ら
、
介
護
保
険
に
い
う
標
準
的
な
職
員
配
置
、
三
対
一
体

制（
利
用
者
三
人
に
対
し
て
常
勤
換
算
で
職
員
一
人
の
配
置
）で
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
目
的

を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
、 

高
口
だ
け
で
な
く
多
く
の
施
設
関
係
者
は

断
言
す
る
。

（
9
）も
う
ひ
と
つ
の
、
そ
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
最
大
の
問
題
点
は
、
一

人
職
場
の
孤
独
と
孤
立
で
あ
る
。

 

高
口
は
言
う
。
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小
規
模
で
あ
る
こ
と
が
無
条
件
で
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
小
規
模
で
あ
る

こ
と
は
、
密
室
性
や
閉
鎖
性
に
つ
な
が
る
。
何
よ
り
、
一
人
職
場
を
も
た
ら

す
。
八
人
の
小
規
模
多
機
能
ホ
ー
ム
を
持
つ「
よ
り
あ
い
」も
、
夜
勤
の
一
人

体
制
を
避
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
虐
待
か
ら
か
ら
く
も
防
い
で
い
る
の
が
、

職
員
と
利
用
者
、
職
員
同
士
の
あ
い
だ
の
共
感
的
で
支
持
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
個
別
ケ
ア
で
あ
る
。
個
別
ケ
ア
は
人
手
が
か
か
る
…
…

こ
の
あ
た
り
ま
え
の
現
実
を
、
制
度
が
受
け
い
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
死
角

の
問
題
、「
民
族
大
移
動
型
ケ
ア
」や「
放
牧
ケ
ア
」﹇ 

高
口2004

： 100

﹈と 

高
口

が
揶
揄
す
る
集
団
管
理
、
一
人
職
場
の
孤
立
と
孤
独
…
…
等
々
の
問
題
は
、

い
ず
れ
も
人
手
不
足
が
も
た
ら
す
問
題
群
で
あ
る
。
手
厚
い
介
護
に
は
手
厚

い
人
員
配
置
を
、
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
然
職
員
配
置
も
充
実
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

究
極
の
個
別
ケ
ア
は
一
対
一
で
あ
る
。
事
実
重
度
の
要
介
護
者
に
つ
い
て

は
、
一
対
一
の
ケ
ア
が
必
要
だ
と
感
じ
る
ワ
ー
カ
ー
は
多
い
。
だ
が
、
も
し

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
が
ハ
ー
ド
だ
け
で
な
く
ソ
フ
ト
の
コ
ス
ト
ア
ッ
プ
を
要
求
す

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
ら
、
厚
労
省
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
推
進
し
た
だ
ろ

う
か
。 

外
山
の
デ
ー
タ
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
制
度
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
貢

献
し
た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
た
ち
の
労
働
強
化
を
招
い
た
。

 

下
村
は
言
う
。

根
本
的
に
は
、
人
に
関
わ
る
福
祉
や
介
護
の
仕
事
の
評
価
が
、
あ
ま

環
境
に
適
し
て
い
る
。
夜
勤
に
向
い
て
い
た
」と
い
う
。
青
年
が「
一
人
職
場

に
向
い
て
い
る
」と
い
う
が
、
一
二
人
の
重
度
の
要
介
護
高
齢
者
の
生
命
を
一

人
で
預
か
る
重
圧
に
、
施
設
経
営
者
の
想
像
が
及
ん
で
い
る
と
は
思
え
な
い
。

認
知
症
高
齢
者
に
対
す
る
先
進
ケ
ア
で
全
国
的
に
有
名
な
宅
老
所「
よ
り

あ
い
」の
代
表 

下
村
恵
美
子
は
、『
あ
れ
は
自
分
で
は
な
か
っ
た
か
』﹇ 

下
村・ 高

口・ 三
好2005

﹈の
な
か
で
、「
他
人
ご
と
や
な
か
」と
発
言
す
る
。「
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
で
は
、
小
規
模
で
あ
る
が
ゆ
え
に
職
員
配
置
が
ま
ま
な
ら
ず
、
一
人

夜
勤
が
当
た
り
前
で
あ
り
、
週
二
回
の
夜
勤
、
も
し
く
は
パ
ー
ト
で
夜
勤
だ

け
の
職
員
を
雇
っ
て
、
な
ん
と
か
日
々
が
ま
わ
っ
て
い
る
」の
が
現
実
、
と

い
う
。 

下
村
の
問
い
は
、
ひ
る
が
え
っ
て「
な
ぜ「
よ
り
あ
い
」の
夜
勤
者
は

利
用
者
に
暴
力
や
虐
待
を
起
こ
さ
ず
に
す
ん
だ
の
か
」﹇ 
下
村・ 高
口・ 三
好2005: 

34

﹈に
向
か
う
。
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
こ
の
事
件
が
ど
の
職
場
で
も
起

こ
り
う
る
と
い
う
想
像
力
で
あ
る
。

彼
女
の
提
案
す
る
解
決
策
は
こ
う
で
あ
る
。

（
1
）入
居
者
が
入
居
に
至
る
過
程
を
、
利
用
者
、
家
族
と
と
も
に
職
員

が
共
有
し
て
い
る
。

（
2
）職
員
は
日
勤
、
夜
勤
の
両
方
を
経
験
し
て
い
る
か
ら
、
利
用
者
の

昼
の
顔
と
夜
の
顔
の
両
方
を
知
っ
て
い
る
。

（
3
）失
敗
や
も
め
ご
と
を
共
感
し
て
く
れ
る
仲
間
と
共
有
で
き
る
。

 

﹇ 

下
村・ 高
口・ 三
好2005: 34-35

﹈
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り
に
低
く
す
ぎ
ま
す
。 

﹇ 

下
村・ 高
口・ 三
好2005: 26

﹈

以
上
の
よ
う
な
経
験
を
裏
づ
け
る
デ
ー
タ
が
わ
た
し
た
ち
の
事
例
研
究
か

ら
得
ら
れ
た
。
本
書
の
も
と
に
な
っ
た
調
査
に
、
建
築
学
の
専
門
家
が
参
加

し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
調
査
対
象
に
は
、 

外
山
の
代
表
的
な
作

品
で
あ
る
ふ
た
つ
の
施
設
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」と「
風
の
村
」が
含
ま

れ
て
お
り
、
そ
の
両
者
で
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
職
員
の
動
き
に
つ
い
て
、
建
築

学
的
な
手
法
で
定
点
観
測
を
実
施
し
た
。
具
体
的
に
は
、
施
設
内
で
九
時

か
ら
一
八
時
ま
で
の
あ
い
だ
、
共
有
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
ケ
ア
行
為
の
回

数
、
時
間
、
行
為
者
、
用
い
ら
れ
る
空
間・用
具・器
具
な
ど
を
一
〇
分
間
の

間
隔
で
観
察
し
、
記
録
紙
に
プ
ロ
ッ
ト
し
た
も
の
を
行
為
種
別
に
カ
ウ
ン
ト

し
、
利
用
者
、
職
員
、
そ
の
他
と
い
う
三
種
類
の
行
為
者
に
分
類
し
て
集
計

し
、
時
間
ご
と
の
行
為
数
の
変
化
を
グ
ラ
フ
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ケ

ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」を
例
に
、
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
ス
タ
ッ
フ
の
行
為
数
に

絞
っ
て
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
を
示
そ
う【
図
10
】。

人
数
の
変
動
を
み
て
ほ
し
い
。
共
有
ス
ペ
ー
ス
に
ス
タ
ッ
フ
が「
ゼ
ロ
」の

時
間
帯
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
レ
ポ
ー
ト
の
報
告
者
は
次
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。

ス
タ
ッ
フ
の
姿
が
見
ら
れ
な
い
時
間
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
個
室
内

あ
る
い
は
ユ
ニ
ッ
ト
外
で
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
が
、
そ
の

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
現
実

―
実
証
デ
ー
タ
か
ら

7

間
は
共
同
生
活
室
に
い
る
利
用
者
を
介
助
す
る
人
は
い
な
い
。

ス
タ
ッ
フ
不
在
の
時
間
帯
が
見
ら
れ
な
い
ユ
ニ
ッ
ト
は
な
い
。

 

﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006: 336

﹈

調
査
時
点（
二
〇
〇
五
年
七
月
）に
お
け
る「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
職
員

配
置
は
一・
五
対
一
、
基
準
介
護
の
職
員
配
置
三
対
一
の
倍
で
あ
る
。
こ
の

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」に
し
て
、
職
員
ゼ
ロ
時
間
と
一
人
職
場
の
実
態
が
、

調
査
か
ら
は
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
た
。
八
人
ユ
ニ
ッ
ト
の
夜
勤
は
、

も
ち
ろ
ん
一
人
職
場
で
あ
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
利
用
者
と
の
関
わ
り
は
増
え
た
一
方
、
人
手
が
よ
り
必

要
に
な
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
と
関
係
者
は
証
言
す
る
。
元
看
護
部
長（
四
〇

代
、
女
性
）に
よ
る
と
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
は
夜
は
他
の
施
設
の
倍
の
職
員
が
要
る
。

だ
が
、
夜
間
は
八
人
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
一
人
い
る
か
い
な
い
か
。
一
人
職
場
に

な
っ
て
し
ま
う
」。

元
専
務
理
事（
三
〇
代
、
男
性
）は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
功
罪
を
こ
う
指
摘
す
る
。

「
四
人
部
屋
の
施
設
で
働
い
て
き
た
職
員
は
、「
自
分
の
求
め
て
い
た
介
護
が

で
き
る
」と
や
る
気
を
持
っ
て
い
る
」一
方
で
、「
ユ
ニ
ッ
ト
だ
と
職
員
は
一

匹
狼
に
な
り
や
す
く
、
他
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
職
員
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
た
り
、
ケ
ア
の
評
価
を
得
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
ま
た
一
人
で
判
断

す
る
こ
と
が
多
く
、
職
員
は
不
安
を
抱
い
て
い
る
」。
こ
の
発
言
を
裏
づ
け

る
よ
う
な
証
言
も
あ
っ
た
。
施
設
オ
ー
プ
ン
時
に
職
員
を
公
募
し
た
と
こ
ろ
、
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集
団
ケ
ア
を
し
て
い
る
他
の
施
設
か
ら「
何
か
違
う
と
思
っ
て
」応
募
し
て
き

た
ス
タ
ッ
フ
も
い
る
。
こ
う
い
う
職
員
に
対
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
た
し
か

に
集
団
ケ
ア
と
は
違
う
手
応
え
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
労
働
強
化
に
つ

な
が
ら
な
い
保
証
は
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
た
し
か
に
職
員
に
満
足
と
や
り
が
い
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
だ
が
そ
れ
は
彼
ら
の
労
働
強
化
と
ひ
き
か
え
に
、
で
あ
る
。
わ
た
し
た

ち
の
共
同
研
究
者
の
ひ
と
り
、 

阿
部
真
大﹇2007

﹈が「
ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク
な
ケ

ア
ワ
ー
カ
ー
」と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
利
用
者
の
満
足
と
自
分
自
身

の
や
り
が
い
と
を
求
め
て
、
よ
り
き
び
し
い
労
働
条
件
の
も
と
へ
自
ら
を
追

い
こ
ん
で
い
く
。 

阿
部
は
こ
れ
を「
や
り
が
い
の
搾
取
」と
呼
ぶ
。
ユ
ニ
ッ
ト

ケ
ア
へ
の
移
行
が
職
員
の
合
意
で
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
や
、
す
す
ん
で
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
へ
転
職
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
ツ
ケ
を
ワ
ー
カ
ー
は
他
に

持
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
事
実
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」で
は
、

時
間
が
来
て
も
帰
ろ
う
と
し
な
い
ワ
ー
カ
ー
や
、
休
日
も
出
て
き
て
し
ま
う

「
熱
心
な
職
員
」が
い
た
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
利
用
者
と
の
個
別
的
な
関
わ
り

を
つ
く
り
だ
す
こ
と
で
、
ワ
ー
カ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
残
業
や
超
過
労
働
を
招
く

傾
向
も
あ
る
。

 
三
好
の
よ
う
に
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
目
の
敵
に
す
る
必
要
は
な
い
。
だ
が
、

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
は
個
別
ケ
ア
の
こ
と
で
あ
り
、
個
別
ケ
ア
に
は
手
厚
い
人

手
が
要
る
と
い
う
合
意
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
導
入
が
さ

ま
ざ
ま
な
弊
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

図10　「ケアタウンたかのす」　Aユニットの、スタッフの行為と人数　
　　　 ［東京大学社会学研究室・建築学研究室 2006：335］

18:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:00
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さ
に
か
き
け
さ
れ
そ
う
な
実
態
が
窺
え
る
、（
6
）職
員
の
精
神
的
ケ
ア
が
出

来
な
い
」﹇ 

春
日2003: 221

﹈は
、
い
ず
れ
も
ユ
ニ
ッ
ト
が「
一
人
職
場
」で
あ
る

こ
と
で
十
分
に
説
明
可
能
で
あ
る
。

少
な
い
人
員
配
置
の
も
と
で
の
重
労
働
、
な
か
で
も
大
き
な
問
題
と

考
え
ら
れ
る
の
は
同
僚
と
の
関
係
性
に
お
け
る「
孤
立
」の
問
題
で
あ
る
。

（
中
略
）ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
は
ひ
と
り
で
判
断
し
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
面
が
多
く
な
る
。 

﹇ 

春
日2003: 222

﹈

こ
れ
を「
身
体
労
働
」か
ら「
感
情
労
働
」へ
の「
労
働
の
質
の
変
化
」と
と
ら

え
る
の
は
適
切
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ「
感
情
労
働
」と
い
う
概
念
を
持
ち
こ
む

こ
と
で
、
問
題
が
か
え
っ
て
隠
蔽
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
あ
た
か
も
集
団
ケ
ア
で
は「
感
情
労
働
」が
不
必
要
で
あ
る
か
の

よ
う
な
誤
解
が
生
ま
れ
る
。
感
情
労
働
が
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
限
定
さ
れ
ず
、

そ
の
反
対
に
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
が
感
情
労
働
を
保
障
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と

を
く
り
か
え
し
主
張
す
る
の
は 

高
口
や 

三
好
で
あ
る
。

第
二
に
、
感
情
労
働
が
も
た
ら
す
ス
ト
レ
ス
は
し
ば
し
ば
看
護
職
や
介
護

職
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
集
団
処
遇
を
お

こ
な
っ
て
い
る
施
設
職
員
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
の
ほ
う
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。

感
情
労
働
の
な
か
に
は
感
情
の
抑
制
も
要
求
さ
れ
る
が
、
人
は
感
情
の
管
理

だ
け
で
な
く
、
抑
制
に
よ
っ
て
も
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
。
感
情
労
働
は
ス
ト

レ
ス
だ
け
で
な
く
報
酬
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
る
か
ら
、
個
別
ケ
ア
を
実
践

以
上
の
よ
う
な
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
と
も
な
う
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
変
化
を
、

「
感
情
労
働
」と
い
う
概
念
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
い
る
。

「
感
情
労
働em

otional labor

」と
は
、
社
会
学
者
ア
ー
リ
ー・ 

ホ
ッ
ク

シ
ー
ル
ド
が
用
い
た
概
念
で
、「
公
的
に
観
察
可
能
な
表
情
と
身
体
的
表

現
を
作
る
た
め
に
行
う
感
情
の
管
理
」と
定
義
さ
れ
、「
賃
金
と
引
き
替
え

に
売
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、〈
交
換
価
値
〉を
有
す
る
」と
さ
れ
る﹇H

ockshild 

1983=2000: 7

﹈。 

ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
が
主
と
し
て
フ
ラ
イ
ト
ア
テ
ン
ダ
ン
ト

に
つ
い
て
概
念
化
し
た
こ
の「
感
情
労
働
」を
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
に
関
し
て
適
用

し
よ
う
と
試
み
る
人
々
が
い
る
。 

武
井
麻
子﹇2001
﹈や 
崎
山
治
男﹇2005

﹈は
感

情
労
働
を
看
護
職
に
、 

春
日
キ
ス
ヨ﹇2003

﹈は
介
護
職
に
適
用
す
る
。
感
情

労
働
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
6
章
で
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
に
お
け
る
ケ
ア
労
働
に
こ
の
概
念
を
適
用
し
た 
春
日
を
と

り
あ
げ
て
批
判
的
に
検
討
し
よ
う
。

 

春
日
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
導
入
に
よ
っ
て
施
設
に
も
た
ら
さ
れ
た「
新
し

い
働
き
方10

❖

」を「「
感
情
労
働
」が
よ
り
強
化
さ
れ
る
方
向
へ
の
変
化
」と
と
ら

え
る﹇ 

春
日2003: 220

﹈。 

春
日
が「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
深
刻
に
現
れ
る
問
題
点
」

と
し
て
指
摘
す
る
以
下
の
諸
点
、「（
1
）見
守
り
の
不
十
分
な
時
間
が
生
ま

れ
る
、（
2
）問
題
発
生
時
の
相
談
相
手
が
い
な
い
、（
3
）情
報
の
共
有
化
が

出
来
ず
、
自
分
の
ケ
ア
で
い
い
の
か
不
安
、（
4
）急
な
欠
員
が
ユ
ニ
ッ
ト
の

処
遇
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
、（
5
）ス
タ
ッ
フ
の
情
熱
が
日
頃
の
多
忙

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
感
情
労
働

8
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レ
ス
」を
も
た
ら
す
が
、
そ
の
ス
ト
レ
ス
は
感
情
労
働
だ
か
ら

0

0

0

生
ま
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。

裏
返
せ
ば
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
お
け
る
ワ
ー
カ
ー
の
状
況
を
改
善
す
る
に
は
、

（
1
）人
員
配
置
を
手
厚
く
し
、（
2
）ワ
ー
カ
ー
の
孤
立
を
避
け
る
し
く
み
が

あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
誰
が
見
て
も
は
っ
き
り
わ
か
る「
労
働
強
化
」の
現
実
を
、

「
感
情
労
働
」と
い
う
概
念
で
粉
飾
す
る
必
要
は
少
し
も
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
集
団
ケ
ア
よ
り
は
個
別
ケ
ア

の
ほ
う
が
よ
い
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
個
別
ケ
ア
を
保
障
し
な
い
し
、
個
別
ケ

ア
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
前
提
と
し
な
い
。
そ
こ
ま
で
は 

三
好
や 

高
口
に
同
意

し
て
も
よ
い
。
そ
し
て
も
し
感
情
労
働
と
い
う
概
念
を
使
う
と
す
れ
ば
、
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
感
情
労
働
を
と
も
な
わ
な
い
ケ
ア

は
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
最
後
に
残
る
違
い
は
、
個
室
ケ
ア

か
ど
う
か
、
と
い
う
空
間
の
条
件
だ
け
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
補
足
し
て
お

け
ば
、
個
室
ケ
ア
は
個
別
ケ
ア
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
十
分
条
件
で
は

な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
と
い
う
ハ
ー
ド
の
条
件
に
加
え
て
、

個
別
ケ
ア
と
い
う
ソ
フ
ト
の
条
件
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
完
成
し
な
い
こ
と
を

論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の「
ソ
フ
ト
の
条
件
」と
は
、
個
別
ケ
ア
を
可
能
に

し
て
い
る
職
場
で
は
職
員
の
定
着
率
が
高
い
と
い
う
傾
向
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
感
情
労
働
と
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
と
の
間
に
一
義
的
な
対
応
関
係
は
な
い
。

第
三
に
、
感
情
労
働
に
は「
対
価
が
支
払
わ
れ
る
」（ 

ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
）が
、

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
集
団
ケ
ア
が
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
変
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
給
与
が
上
が
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
な
ら
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
ワ
ー
カ
ー
は
感
情
労
働
に
対
し
て「
不
当
に
支

払
わ
れ
な
いunpaid

」労
働
者
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
彼
ら
の

感
情
労
働
に
は
ど
れ
だ
け
の「
交
換
価
値
」が
あ
り
、
ど
の
程
度
の
価
格
が
適

切
な
の
だ
ろ
う
か
…
…
と
い
う
派
生
的
な
問
い
が
次
々
に
生
ま
れ
る
。

第
四
に
、
感
情
労
働
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
ー
カ
ー
に
は
ど
の

よ
う
な
利
益
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

武
井
の
看
護
職
＝
感
情
労
働
者
と
い
う

と
ら
え
方
に
は
落
と
し
穴
が
あ
り
、
同
じ
罠
を
介
護
職
の
場
合
も
共
有
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
感
情
労
働
の
専
門
家
で
あ
る
こ
と
は
、
専

門
性
に
お
い
て
劣
位
で
あ
る
こ
と
を
追
認
す
る
言
説
と
な
る
。
そ
れ
に
加
え

て
感
情
労
働
に
と
も
な
う
心
理
的
報
酬
が
、
賃
金
の
安
さ
を
補
償
す
る
口
実

に
す
ら
使
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
6
章
で
指
摘
し
た
。

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
感
情
労
働
と
い
う
問
題
含
み
の
概
念
を
使
う
ま

で
も
な
く
、
わ
た
し
に
は 

春
日
が
は
っ
き
り
示
す「
少
な
い
人
員
配
置
の
も

と
で
の
重
労
働
」、
す
な
わ
ち「
ひ
と
り
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
か
か
る
責
任

が
大
き
く
か
つ
孤
立
し
た
関
係
の
な
か
で
の
労
働
」﹇ 

春
日2003: 222

﹈が
、
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
お
け
る
労
働
を
表
現
す
る
の
に
、
必
要
か
つ
十
分
だ
と
思
え

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
状
況
は
彼
女
が
指
摘
す
る
よ
う
に「
精
神
的
ス
ト

❖
10  

春
日
は
適
切
に
も
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
化
を「
い
わ
ば
施
設
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
化
」と
呼
ん
で

い
る﹇ 

春
日2003

：218
﹈。
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あ
る
施
設
職
員
、
Y
さ
ん
の
発
言
を
引
こ
う
。

ユ
ニ
ッ
ト
＝
大
家
族
、
居
室
は
当
然
個
人
の
部
屋
、
で
、
デ
イ
ル
ー

ム
は
み
ん
な
が
集
ま
る「
居
間
」と
い
う
風
に
思
い
こ
ん
で
い
た
の
で
す
。

で
も
、
皆
さ
ん
、
口
を
揃
え
て
デ
イ
ル
ー
ム
は
集
会
所
、
ユ
ニ
ッ
ト
は

町
内
、
居
室
は
住
居
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
個
人
の
部
屋
で
あ
り
、
居

間
で
あ
り
、
大
家
族
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
の
は
私
の
思
い
で
あ

り
、
利
用
者
さ
ん
の
感
覚
は
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
な
ぁ
っ
て
。

 

﹇ 

春
日2003: 233

﹈

 

外
山
が
分
類
し
た（
1
）プ
ラ
イ
ベ
ー
ト・
ゾ
ー
ン
、（
2
）セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ

ク・ゾ
ー
ン
、（
3
）パ
ブ
リ
ッ
ク・ゾ
ー
ン
と
い
う
命
名
は
、
利
用
者
の
空
間

感
覚
に
う
ま
く
対
応
し
て
い
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
の
共
有
ス
ペ
ー
ス
は（
2
）セ
ミ

パ
ブ
リ
ッ
ク・ゾ
ー
ン
で
あ
っ
て
、
決
し
て（
1
）プ
ラ
イ
ベ
ー
ト・ゾ
ー
ン
の

延
長
で
は
な
い
。
家
族
が
集
う「
居
間
」で
は
な
く
、
な
じ
み
の
対
面
関
係
を

あ
ら
わ
す「
町
内
」と
は
、
言
い
得
て
妙
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の「
町
内
」は
、

互
い
に
選
び
合
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

だ
が
、
利
用
者
は
自
分
で
は
変
更
で
き
な
い
空
間
の
与
件
を
、
馴
致
す
る

こ
と
で
身
体
化
し
て
い
く
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、
設
計
者
の
プ
ラ

ン
で
は
は
き
も
の
を
は
い
た
ま
ま
全
室
移
動
可
能
な
連
続
し
た
空
間
で
あ
っ

た
。
入
居
者
は
、
そ
こ
に
結
界
を
つ
く
っ
た
。
開
設
後
し
ば
ら
く
し
て
、
当

時「
日
本
一
の
福
祉
の
町
」の
異
名
を
と
っ
た
鷹
巣
町
の
こ
の
施
設
に
見
学
者

す
る
よ
う
な
手
厚
い
人
員
配
置
で
あ
る
。
ソ
フ
ト
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
、

ハ
ー
ド
は
か
え
っ
て
桎
梏
に
も
な
り
う
る
。
そ
の
例
が「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か

の
す
」の
た
ど
っ
た
運
命
で
あ
ろ
う
。
一
時
期
は
基
準
配
置
を
超
え
て
一・五

対
一
ま
で
を
実
現
し
て
い
た
職
員
配
置
は
、
行
政
改
革
と
市
町
村
合
併
の
波

に
吞
み
こ
ま
れ
て
あ
っ
と
い
う
ま
に「
ふ
つ
う
の
特
養
」並
み
へ
と
低
下
し
た
。

建
築
と
い
う
ハ
ー
ド
の
条
件
は
に
わ
か
に
は
変
え
ら
れ
な
い
。「
ケ
ア
タ
ウ

ン
た
か
の
す
」の
事
例
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
激
動
に
と
も
な
っ
て
職

員
が
次
々
に
辞
め
て
い
き
、
そ
の
あ
と
を
補
充
で
き
な
い
状
況
の
な
か
で
、

良
心
的
な
職
員
は
か
つ
て
と
同
じ
水
準
の
ケ
ア
を
維
持
す
る
た
め
に
、
労
働

強
化
を
味
わ
い
、
疲
弊
し
て
い
た
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
短
期
間
の
う
ち
に
、

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
変
化
の
み
な
ら
ず
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
変
化
を
も
経
験
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を「
家
族
的
な
介
護
」と
見
な
す
考
え
方
に
対
し
て
も
、
異

を
唱
え
て
お
き
た
い
。
厚
労
省
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
定
義
の
な
か
に
は「
家

族
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
」と
い
う
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
個

室
に
は
利
用
者
の
持
ち
物
や
な
じ
み
の
家
財
を
持
ち
こ
む
こ
と
が
で
き
、
自

宅
の
延
長
の
よ
う
に
居
室
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も
、

「
家
族
的
」で
あ
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
だ
が
、「
ユ
ニ
ッ
ト
で
形
成

さ
れ
て
い
る
人
間
関
係
を（
中
略
）簡
単
に「
大
家
族
」に
擬
す
こ
と
が
誤
り
で

あ
る
と
い
う
事
実
」を 

春
日
は
指
摘
す
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は「
家
族
的
」か

9
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（
2
） 空
間：
周
囲
か
ら
孤
立
し
、
入
居
者
の
生
活
が
施
設
内
で
完
結
し
て
い

る
度
合
い
が
高
い
。

（
3
） 時
間：
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
細
部
ま
で
決
定
さ
れ
、
ま
た
集
団
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
多
い
。
時
間
の
無
限
定
性
が
高
く
、
い
つ
帰
れ
る
か（
退
去
で
き
る
か
）が 

わ
か
ら
な
い
。

以
上
の
三
つ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
に
お
い
て
人
間
の
斉
一
的
な
管
理
、
空
間

の
自
己
完
結
性
、
時
間
の
管
理
と
無
限
定
性
が
極
大
に
高
ま
る
と
、
施
設
は

「
全
施
設
化
」し
、
入
居
者
に
と
っ
て
施
設
は「
全
世
界
化
」す
る
、
と 

岡
本
は

卓
抜
な
表
現
を
与
え
る
。

こ
の
よ
う
な
究
極
の「
施
設
」は
、
監
獄
や
強
制
収
容
所
で
あ
る
が
、
高
齢

者
施
設
も
ま
た
そ
の「
施
設
度
」の
高
さ
に
お
い
て
、
ひ
け
を
と
ら
な
い
と
い

う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
、
高
齢
者
施
設
を『 

出
口
の
な

い
家
』と
呼
ん
だ
の
は
、 

小
笠
原
和
彦﹇2006

﹈で
あ
る
。
彼
は
高
齢
者
施
設
の

警
備
員
と
し
て
働
い
た
経
験
を
も
と
に
、
こ
の
本
を
書
い
た
。『 

出
口
の
な

い
家
』と
は
、
も
ち
ろ
ん
入
居
し
た
が
最
後
、
死
体
に
な
っ
て
出
る
ほ
か
に

選
択
肢
の
な
い
高
齢
者
施
設
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
た
だ
ち

に
、
わ
た
し
た
ち
に
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
を
連
想
さ
せ
る
。「
ユ
ダ
ヤ
人
問

題
」の「
最
終
解
決
」を
め
ざ
し
た
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
の
な
か
に
は
、
別
名

「
絶
滅
収
容
所
」と
も
呼
ば
れ
、
死
ぬ
ほ
か
に
出
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
施
設

が
あ
っ
た
。 
従
来
の
高
齢
者
施
設
の
多
く
も
ま
た
、
利
用
者
本
人
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
そ
の
家
族
に
よ
っ
て
入
居
が
決
定
さ
れ
、
死
に
至
る
ま
で
退

が
殺
到
し
た
頃
、
外
部
の
参
観
者
の
目
を
遮
る
た
め
に
、
各
ユ
ニ
ッ
ト
の
入

り
口
に
の
れ
ん
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
入
居
者
は
そ
の
境
界
で

は
き
も
の
を
脱
ぐ
よ
う
に
な
り
、
あ
と
か
ら
職
員
が
入
居
者
の
習
慣
を
尊
重

し
て
そ
れ
に
追
随
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
人
に
と
っ
て
、
は
き
も
の
を

脱
ぐ
場
は
、
外
と
内
を
隔
て
る
結
界
の
役
割
を
果
た
す
。
入
居
者
は
み
ず
か

ら
編
み
出
し
た
儀
礼
的
な
慣
習
に
よ
っ
て
、
与
件
と
し
て
の
空
間
を
馴
致
し

て
い
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
設
計
者
の
考
案
し
た
セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ
ク・
ゾ
ー
ン

は
、
当
初
の
想
定
通
り
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト・ゾ
ー
ン
と
パ
ブ
リ
ッ
ク・ゾ
ー
ン

と
の
あ
い
だ
の
バ
ッ
フ
ァ（
緩
衝
材
）の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
だ

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
を「
家
族
」と
呼
ぶ
の
は
、
過
剰
な
幻
想
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

わ
た
し
た
ち
の
共
同
研
究
者
の
ひ
と
り
、
建
築
学
者
の 

岡
本
和
彦
は
、

「
施
設
度
」（「
施
設
っ
ぽ
さ
」）と
は
何
だ
ろ
う
、
と
問
い
を
立
て
て
、
次
の
よ
う
に

答
え
る
。

施
設
度
を
決
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
ー（
変
数
）に
は
、（
1
）人
間
、（
2
）空

間
、（
3
）時
間
の
三
つ
が
あ
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
以

下
の
よ
う
に
な
る﹇ 

長
澤・ 伊
藤・ 岡
本2007: 198-201

﹈。

（
1
） 人
間：
少
数
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
入
居
者
の
集
団
管
理
、
制
服
に
よ
る

統
一
感
や
年
齢・性
別
な
ど
の
属
性
の
共
通
性
の
高
さ
。

施
設
か
ら
住
宅
へ

―
施
設
の
住
宅
化

10
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住
宅
で
あ
る
。
適
合
高
専
賃
、
通
称
ケ
ア
ハ
ウ
ス
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
高
齢

者
用
の
賃
貸
住
宅
は
、
高
齢
者
介
護
施
設
の
増
設
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
行

政
の
ス
キ
を
衝
い
て
、
許
認
可
条
件
の
ゆ
る
い
集
合
住
宅
建
設
の
分
野
へ
と
、

折
か
ら
の
不
況
に
苦
し
ん
で
い
た
建
設
業
界
が
の
り
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

高
専
賃
と
は
、
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
の
う
ち
、
も
っ
ぱ
ら
高
齢
者
を

入
居
者
と
す
る
集
合
住
宅
を
言
う
。
高
専
賃
の
う
ち
、
以
下
の
条
件
を
満
た

し
、
都
道
府
県
に
届
け
出
た
も
の
を
適
合
高
専
賃
と
い
う
。
そ
の
条
件
と
は

（
1
）床
面
積
が
二
五
平
方
㍍
以
上
、（
2
）各
住
戸
に
台
所
、
浴
室
、
便
所
が

つ
い
て
い
る
こ
と
、（
3
）入
浴
、
排
泄
、
食
事
の
介
護
、
食
事
の
提
供
、
掃

除
洗
濯
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
、
の
三
つ
で
あ
る
。
部
屋
で
は
な

く
、
独
立
し
た
住
宅
で
あ
る
か
ら
、
台
所
と
浴
室
が
共
用
で
あ
る
こ
と
ま
で

は
許
容
さ
れ
た
が
、
最
低
で
も
ト
イ
レ
は
不
可
欠
と
見
な
さ
れ
た
。
こ
の
認

可
を
受
け
る
と
、
事
業
者
に
と
っ
て
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
定
義
か
ら
除

外
さ
れ
る
た
め
に
、
老
人
福
祉
法
の
適
用
を
免
れ
る
う
え
に
、
介
護
保
険
法

の
適
用
対
象
と
な
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。

高
専
賃
ま
た
は
適
合
高
専
賃
で
は
、
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
は
最
初
か
ら「
賃
貸

料
」と
し
て
織
り
こ
み
済
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
中
付
け・外
付
け
で
ケ
ア
が
つ

く
。
住
宅
と
ケ
ア
の
分
離
、
ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
の
独
立
は
理
念
上
は
の
ぞ
ま

し
い
が
、
外
付
け
の
場
合
は
入
居
者
の
介
護
に
最
終
的
に
責
任
を
負
う
者
が

誰
も
い
な
い
、
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
う
る
し
、
中
付
け
の
場
合
は
、
外
か

ら
監
視
や
監
督
の
目
が
入
ら
な
い
完
全
密
室
化
の
危
険
が
あ
る
。
二
〇
〇
九

年
三
月
群
馬
県 
渋
川
市
で
起
き
た「
た
ま
ゆ
ら
火
災
事
件
」が
そ
の
危
険
な
実

去
を
家
族
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
な
い
施
設
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
施
設
を
脱
施
設
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
施
設
の「
住
宅
化
」

で
あ
り
、
そ
の
実
践
の
ひ
と
つ
が
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
あ
る
。
居
室
は
利
用
者

の「
住
宅（
暮
ら
し
の
場
）」で
あ
り
、
そ
れ
に
カ
ス
タ
ム
仕
様
の
個
別
ケ
ア
が
付

随
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
暮
ら
し
の
場
で
あ
る
住
宅
で
高
齢
者
の
在
宅
生
活

を
支
援
す
る
た
め
に
、
注
文
仕
様
の
訪
問
介
護
を
提
供
す
る
こ
と
と
基
本
的

に
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
結
合
を「
個
別
ケ
ア
」と
呼
ぶ
と

す
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、
施
設
が
住
宅
化
す
る
脱
施
設
化
の
動
き
の
過

程
で
、「
過
渡
期
の
産
物
」と
あ
と
に
な
っ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を（
1
）個
室
を
居
住
空
間
と
し
、（
2
）個
別
ケ
ア
を
と
も

な
い
、（
3
）そ
れ
に
加
え
て
共
有
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
小
規
模
の
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
機
能
の
組
み
合
わ
せ
、
と
分
解
し
て
再
定
義
す
る
な
ら
、
ト
ポ
ロ
ジ
カ

ル
に
も
機
能
的
に
も
在
宅
＋
居
宅
支
援
の
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
に
か
ぎ

り
な
く
近
く
な
る
。
二
〇
〇
五
年
に
厚
労
省
が
モ
デ
ル
事
業
に
指
定
し
た
小

規
模
多
機
能
型
施
設
と
は
、
こ
の
理
念
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

在
宅
に
加
え
て
、（
1
）通
い（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）、（
2
）泊
ま
り（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）、

（
3
）暮
ら
し（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）、（
4
）緊
急
時
や
夜
間
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ま

で
、
を
包
括
契
約
定
額
制
で
請
け
負
う
。
一
見
利
用
者
に
と
っ
て
有
利
に
見

え
る
こ
の
制
度
の
問
題
点
は
14
章
で
論
じ
よ
う
。

こ
の
施
設
の
住
宅
化
の
流
れ
を
、
反
対
側（
住
宅
の
施
設
化
）か
ら
た
ど
っ
た

の
が
、
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅（
略
称
高
専
賃
）お
よ
び
適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
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全
室
個
室
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
型
特
養
で
は
、
す
で
に
入
居
し
て
い
る
高
齢
者

の
退
所
を
迫
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
個
室
と
多
床
室
を
併
設
し
て
い
る
特

養
で
は
、
負
担
能
力
の
な
い
高
齢
者
は
個
室
か
ら
多
床
室
へ
移
動
を
迫
ら
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
は
収
容
力
に
限
界
が
あ
り
、
増

床
す
る
た
め
の
建
設
コ
ス
ト
も
高
く
付
く
。
厚
労
省
は
二
〇
一
〇
年
六
月
個

室
基
準
を
一
〇・
六
五
平
方
㍍（
六
畳
）に
緩
和
す
る
方
針
を
決
め
た
。
施
設
増

床
を
め
ざ
す
自
治
体
や
事
業
者
の
な
か
に
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
個
室
を
分

割
し
て
二
人
部
屋
に
し
て
は
、
と
い
う
提
案
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
三
年
に
厚
労
省
は
、
こ
れ
か
ら
の
特
養
は
全
室
個
室
が
標
準
で
、

新
築
に
は
個
室
型
特
養
以
外
に
補
助
金
を
出
さ
な
い
と
い
う「
新
型
特
養
」推

進
政
策
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
建
設
コ
ス
ト
を
抑
え
、
少
し
で

も
収
容
力
を
高
め
る
た
め
に
、
個
室
基
準
を
緩
和
し
、
多
床
室
の
併
設
を
認

め
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
が
地
方
自
治
体
か
ら
起
き
た
。
そ
れ
が
折
か
ら
の

「
地
方
分
権
改
革
」の
声
に
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
は
厚

労
省
の
基
準
は
中
央
政
府
に
よ
る
統
制
と
映
り
、
地
方
の
実
情
に
合
わ
せ
た

「
規
制
緩
和
」が
唱
え
ら
れ
た
。
自
治
体
首
長
の
な
か
に
は
、「
貧
乏
人
が
多

床
室
に
入
る
の
は
や
む
を
え
な
い
」と
公
言
す
る
人
物
も
あ
ら
わ
れ
た
。

同
様
の「
規
制
緩
和
」の
波
は
高
専
賃
に
も
起
き
て
い
る
。
個
室
特
養
と

違
っ
て
、
こ
ち
ら
は「
住
宅
」で
あ
る
か
ら
台
所
、
浴
室
、
洗
面
所
の
設
備
が

必
須
で
あ
る
。
た
だ
し
台
所
と
浴
室
は
十
分
な
共
用
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ

て
い
れ
ば
、
各
室
に
設
置
さ
れ
て
い
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
さ
れ
る
。

国
土
交
通
省
が
定
め
る
高
齢
者
専
用
住
宅
の
基
準
面
積
は
二
五
平
方
㍍
、
台

態
を
あ
ば
き
だ
し
た
。
特
養
な
ら
ぬ「
静
養
ホ
ー
ム
た
ま
ゆ
ら
」は
、
老
人
保

健
法
に
も
と
づ
く
届
け
出
を
し
て
い
な
い
住
宅
型
高
齢
者
入
所
施
設
で
あ
り
、

厚
労
省
か
ら
も
国
交
省
か
ら
も
監
督
の
入
ら
な
い
盲
点
と
も
い
う
べ
き
施
設

だ
っ
た
。

住
宅
か
施
設
か
、
は
二
者
択
一
で
は
な
い
。
施
設
の
住
宅
化（
住
宅
の
よ
う
な

暮
ら
し
の
継
続
が
確
保
で
き
る
施
設
）も
、
住
宅
の
施
設
化（
施
設
の
よ
う
な
安
心
を
と
も
な

う
住
宅
）も
、
い
ず
れ
も
の
ぞ
ま
し
い
。
そ
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
ず

れ
も
当
事
者
の
個
別
性
に
見
合
っ
た
、「
個
別
ケ
ア
」で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
夏
に
歴
史
的
な
政
権
交
代
が
起
き
て
か
ら
、
自
民
党
政
権
下

で
成
立
し
た
社
会
保
障
費
の
総
量
規
制
と
い
う「
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
呪

い
」（
大
熊
由
紀
子
）が
い
っ
た
ん
解
け
た
か
に
見
え
た
が
、
そ
の
後
、「
地
方
分

権
改
革
」の
名
に
お
い
て
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
対
す
る
ゆ
り
も
ど
し
が
始
ま
っ

た
。
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
前
に
述
べ
た「
た
ま
ゆ
ら
火
災
事
件
」が
引
き
起

こ
し
た「
行
き
場
の
な
い
高
齢
者
」問
題
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
春
に
厚
労
省

は
施
設
入
居
を
待
つ
全
国
の「
待
機
高
齢
者
」四
二
万
人
、
と
い
う
数
値
を
発

表
し
、
施
設
収
容
力
の
拡
大
は
、
待
っ
た
な
し
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
し

た
。
そ
こ
で
や
り
だ
ま
に
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
あ
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
個
室
基
準
は
一
三・
二
平
方
㍍（
約
八
畳
）、
そ
こ
に
ホ
テ

ル
コ
ス
ト
が
発
生
す
る
と
、
総
額
で
一
三
万
円
程
度
の
負
担
に
耐
え
る
経
済

階
層
の
高
齢
者
し
か
入
所
で
き
な
い
、
と
い
う
利
用
者
間
の
格
差
が
生
じ
る
。

新
し
い
雑
居
部
屋
へ
の
動
向

11
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よ
う
に
、
ハ
ー
ド
の
条
件
は
ソ
フ
ト
の
条
件
を
大
き
く
規
制
す
る
。
劣
悪
な

建
物
は
、
立
て
替
え
が
必
要
と
な
る
ま
で
今
後
数
十
年
に
わ
た
っ
て
、「
負

の
遺
産
」と
な
っ
て
自
治
体
や
現
場
の
人
々
を
圧
迫
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

「
特
養
を
よ
く
す
る
市
民
の
会
」の
本
間
郁
子
ら
は
、「
規
制
緩
和
」へ
の
危

機
感
か
ら
二
〇
一
〇
年
夏
に
各
地
で「
あ
な
た
は
雑
居
部
屋
で
老
い
た
い
で

す
か
?
　
雑
居
部
屋
特
養
を
許
さ
な
い
緊
急
集
会
」を
開
催
。
ま
た
、
全
国

四
七
都
道
府
県
を
対
象
に
、
今
後
雑
居
部
屋
特
養
の
建
設
を
推
進
す
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
約
半
数
の
自
治

体
が「
今
後
も
個
室
を
推
進
す
る
」、
残
り
の
半
数
が「
雑
居
部
屋
も
視
野
に

入
れ
る
」と
回
答
し
て
い
る
。

雑
居
部
屋
特
養
は
少
な
く
と
も
高
齢
者
の
当
事
者
ニ
ー
ズ
で
は
な
い
。
個

室
化
は
個
別
ケ
ア
へ
の
十
分
条
件
で
は
な
い
が
必
要
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

よ
う
や
く
高
齢
者
介
護
の「
標
準
」と
な
っ
た
個
室
ケ
ア
を
、
も
と
に
引
き
戻

す
よ
う
な「
規
制
緩
和
」の
波
は
、
押
し
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
り

根
本
的
に
は
個
室
特
養
を
含
む
施
設
ケ
ア
を
、
脱
施
設
化
す
る
方
向
を
推
進

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
待
機
高
齢
者
の
数
に
象
徴
さ
れ
る
強
い
施
設
ニ
ー

ズ
と
は
、
高
齢
者
を
隔
離
し
た
い
家
族
ニ
ー
ズ
で
あ
る
。「
待
機
高
齢
者
を

減
ら
せ
」と
い
う
か
け
声
の
み
が
大
き
く
、「
脱
施
設
化
」の
声
が
聞
か
れ
な

い
今
日
の
高
齢
者
の
状
況
は
、
脱
施
設
化
の
運
動
を
四
〇
年
間
に
わ
た
っ
て

お
こ
な
っ
て
き
た
障
害
者
運
動
と
比
べ
て
も
当
事
者
性
を
欠
い
て
い
る
ば
か

り
か
、
高
齢
者
の
当
事
者
運
動
へ
の
道
は
い
ま
だ
遠
い
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。

所
と
浴
室
等
に
十
分
な
共
用
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
場
合
一
八
平
方
㍍
、
と
個
室

特
養
よ
り
は
や
や
広
め
だ
が
、
こ
れ
も
都
道
府
県
が
独
自
の
基
準
を
設
定
で

き
る
方
向
に
動
き
つ
つ
あ
る
。
こ
の
流
れ
を
受
け
て
、
東
京
都
は
副
知
事
の

猪
瀬
直
樹
を
座
長
と
し
て「
東
京
都
高
齢
者
住
宅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」の

報
告
書
を
二
〇
一
〇
年
春
に
発
表
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
京
の
よ
う
に
地
価

の
高
い
エ
リ
ア
で
は
、
こ
の
基
準
を
さ
ら
に
緩
和
し
て「
四・
五
畳
」と
い
う

数
値
を
設
定
し
、
二
〇
一
四
年
ま
で
に
急
遽
六
〇
〇
世
帯
の
高
齢
者
住
宅
を

建
設
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
高
齢
者
が
住
宅
弱
者
で
あ
る
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
る
が
、
都
市
振
興
財
団（
旧
住
宅
公
団
）が
単
身
者
用
に
建
設
し
て
い

る
賃
貸
住
宅
よ
り
、
さ
ら
に
劣
悪
な
住
環
境
を
高
齢
者
向
け
に
提
供
す
る
こ

と
が
、「
た
ま
ゆ
ら
火
災
事
件
」か
ら
都
が
学
ん
だ
教
訓
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ

の
高
専
賃
に
食
事
と
ケ
ア
の
サ
ー
ビ
ス
が
つ
け
ば
適
合
高
専
賃
と
な
る
が
、

辛
辣
な
人
々
は
こ
れ
を「
四
畳
半
賄
い
付
き
高
齢
者
下
宿
」と
呼
ぶ
。
賄
い
つ

き
四
畳
半
下
宿
と
言
え
ば
、
戦
前
に
学
生
下
宿
と
し
て
大
学
周
辺
に
建
設
さ

れ
た
も
の
だ
が
、
住
環
境
が
改
善
さ
れ
た
今
日
で
は
、
一
〇
代
の
若
者
で
す

ら
見
向
き
も
し
な
く
な
っ
て
久
し
い
。
若
者
が
入
り
た
が
ら
な
い
住
宅
に
、

高
齢
者
な
ら
入
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
道
理
は
な
い
。

雑
居
部
屋
特
養
の
建
設
に
せ
よ
、「
規
制
緩
和
」に
よ
っ
て
劣
悪
化
し
た
高

専
賃
に
せ
よ
、
建
物
は
い
っ
た
ん
建
て
た
ら
お
い
そ
れ
と
は
と
り
こ
わ
せ
な

い
。
旧
来
型
の
雑
居
部
屋
特
養
の
職
員
た
ち
が
、
個
別
ケ
ア
に
転
換
す
る
に

あ
た
っ
て
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
に
建
て
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
制
約

の
多
い
空
間
を
や
り
く
り
し
な
が
ら「
ユ
ニ
ッ
ト
風0

ケ
ア
」を
実
践
し
て
い
る
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一
一
月
一
一
日
は「
介
護
の
日
」。
い
つ
か
ら
誰
が
決
め
た
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
こ
の
日11

❖

の
た
め
の
紙
面
特
集﹇
上
野2008f

﹈の
取
材
に
、
新
聞
記
者
が

や
っ
て
き
た
。
質
問
は
あ
ら
か
じ
め
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
ら
れ
て
い
た
。「
理

想
の
介
護
と
は
何
で
す
か
?
」と
い
う
、
い
か
に
も
な
こ
の
質
問
に
も
、
わ

た
し
の
答
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。

「
理
想
の
介
護
と
は
、
個
別
ケ
ア
で
す
」。

「
高
齢
者
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
介
護
」と
か
、「
高
齢
者
の
自
立
を
支
援
す

る
介
護
」と
か
の
答
を
予
想
し
て
い
た
ら
し
い
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
に
、
こ
の

答
は「
理
想
の
介
護
」は
答
が
な
い
、
と
言
っ
た
の
も
同
然
だ
っ
た
。
そ
う
、

そ
の
通
り
。
理
想
の
介
護
に
は
答
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
な
い
。「
ど
う
し
て
ほ

し
い
か
は
、
当
事
者
に
聞
い
て
ほ
し
い
」―
こ
れ
し
か
答
は
な
い
。
当
事

者
が
一
〇
〇
人
い
れ
ば
一
〇
〇
通
り
、
ひ
と
り
の
当
事
者
で
も
そ
の
と
き
ど

き
の
状
況
に
応
じ
て
千
変
万
化
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ケ
ア
と
は
対
人
関

係
そ
の
も
の
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
何
度
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る

こ
と
は
な
い
。

ケ
ア
に
関
す
る
あ
る
講
演
会
場
で
の
こ
と
だ
。
一
人
の
中
年
女
性
が
立
ち

上
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
わ
た
し
に
質
問
し
た
。

「
わ
た
し
は
長
い
あ
い
だ
、
障
害
を
持
っ
た
夫
の
介
護
を
し
て
き
ま
し
た
。

私
の
考
え
で
は
、
高
齢
者
の
介
護
と
障
害
者
の
介
護
と
で
は
大
き
な
違
い
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
違
い
は
何
だ
と
先
生
は
思
わ
れ
ま
す
か
」。

い
さ
さ
か
挑
戦
的
な
そ
の
女
性
の
緊
張
し
た
声
を
聞
き
な
が
ら
、
わ
た
し

の
答
は
決
ま
っ
て
い
た
。

「
障
害
者
の
方
の
障
害
の
内
容
や
程
度
が
お
ひ
と
り
お
ひ
と
り
違
う
よ
う

に
、
高
齢
者
の
方
の
要
介
護
状
態
の
内
容
や
程
度
も
お
ひ
と
り
お
ひ
と
り
違

い
ま
す
。
わ
た
し
は
高
齢
者
の
介
護
も
障
害
者
の
介
護
も
同
じ
だ
と
思
い
ま

す
。
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
よ
い
介
護
と
は
、
そ
の
方
に
合
っ
た
個
別
ケ
ア
、

こ
れ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
お
考
え
に
合
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
」。

高
齢
者
の
介
護
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
で
き
る
が
、
障
害
者
の
介
護
は
マ
ニ
ュ

ア
ル
化
で
き
な
い
―
そ
う
答
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
ら
し
い
そ
の
女

性
は
、
わ
た
し
の
答
を
聞
い
て
、
大
き
く
う
な
ず
い
た
。
長
年
の
経
験
に
も

と
づ
い
た
自
信
と
、
介
護
を
引
き
受
け
て
き
た
者
の
矜
恃
が
ほ
の
み
え
る
対

応
だ
っ
た
。

お
わ
り
に

12

❖
11 
厚
労
省
が
二
〇
〇
八
年
に
制
定
。「
い
い
日
、
い
い
日
」に
か
け
た
語
呂
合
わ
せ
と
い
う
が
、

わ
た
し
は「
介
護
」の「
介
」の
字
を
分
解
し
て
1
　1
　1
　1
と
表
示
し
た
の
か
と
思
っ
た
。





　

協
セ
クター
の
役
割
　

第
Ⅲ
部





2 1 7 第 9章　誰が介護を担うのか

5
章
の「
家
族
介
護
は「
自
然
」か
」で
は
、
家
族
介
護
の
規
範
と
実
態
を

検
討
の
対
象
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
家
族
介
護
が
自
明
で
も
自
然
で
も
な
く
、

か
つ
の
ぞ
ま
し
い
わ
け
で
も
な
い
、
と
結
論
し
た
。

で
は
、
家
族
で
な
け
れ
ば
誰
が
、
高
齢
者
介
護
の
負
担
を
引
き
受
け
る
の

だ
ろ
う
か
?　
代
替
選
択
肢
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、「
家
族
介
護
」を
相
対
化

し
て
も
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

家
族
で
な
け
れ
ば
誰
が
?　
こ
の
問
い
に
答
え
た
の
が
、
福
祉
多
元
社
会

論
で
あ
る
。

こ
こ
近
年
の
福
祉
社
会
論
の
蓄
積
は
め
ざ
ま
し
く1

❖

、
福
祉
国
家
論
は
国
家

以
外
の
多
様
な
ア
ク
タ
ー
を
含
む
福
祉
社
会
論
へ
と
変
容
し
た2

❖

。
こ
こ
で
は

用
語
を
簡
略
に
説
明
し
な
が
ら
、
理
論
的
枠
組
を
再
構
成
し
、
そ
れ
に
対
し

て
批
判
的
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

家
族
で
な
け
れ
ば
誰
が

1

福
祉
国
家
論
の
な
か
で
は
、
福
祉
の
公
的
ア
ク
タ
ー
は
、
国
家
と
見
な
さ

れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が「
福
祉
国
家
の
危
機
」論
を
経
て
、
福
祉
社
会
論
へ
と

移
行
し
た﹇ 

武
川1999; 

大
山
他2000;  Pierson 1991=1996

﹈。
回
顧
的
に
ふ
り
か
え

れ
ば
、
福
祉
社
会
論
は
、
福
祉
国
家
の
現
実
の
変
貌
を
通
じ
て
、
た
ん
に
理

論
的
に
の
み
な
ら
ず
経
験
的
な
現
実
を
説
明
す
る
た
め
に
、
事
後
的
に
発
展

し
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い3

❖

。

誰
が
介
護
を
担
う
の
か

―
―
介
護
費
用
負
担
の
最
適
混
合へ
向
け
て

第
9
章

❖
1  

武
川
正
吾﹇1999

﹈は
、
副
題
に「
福
祉
国
家
と
福
祉
社
会
」と
い
う
用
語
を
採
用
し
て
い
る

が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て 

武
川
ら
が
中
心
に
な
っ
て
編
ん
だ『
講
座　

福
祉
社
会
』（
全
一
二

巻
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）で
は
、
タ
イ
ト
ル
に「
福
祉
社
会
」が
採
用
さ
れ
、
ど
の
巻
の
タ
イ
ト
ル

か
ら
も「
福
祉
国
家
」は
な
く
な
っ
て
い
る
。

❖
2 
ち
な
み
に
社
会
福
祉
学
と
福
祉
社
会
学
と
は
異
な
る
領
域
で
あ
る
。
社
会
福
祉
学
が
福
祉

の
現
場
に
お
け
る
技
術
や
実
践
を
主
と
し
て
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
福
祉
社
会
学
は
社
会
学
の

下
位
分
野
で
あ
り
、
福
祉
と
い
う
社
会
現
象
に
対
す
る
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
指
す
。
日
本
で

は
二
〇
〇
三
年
に
福
祉
社
会
学
会
が
創
設
さ
れ
た
。
福
祉
社
会
学
会
創
設
の
背
景
に
つ
い
て
は
、

初
代
会
長 

副
田
義
也
に
よ
る『
福
祉
社
会
学
宣
言
』﹇ 

副
田2008

﹈が
詳
し
い
。
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的
言
説
に
よ
っ
て
、
日
本
で
は
そ
の
政
策
シ
ナ
リ
オ
の
採
用
は
あ
り
え
な
い
、

と
政
財
官
界
が
合
意
し
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
以
降
の
日
本
型
福
祉
社
会
で
は
、

家
族
を
含
み
資
産
と
し
て
、
自
由
主
義
的
な
福
祉
予
算
の
抑
制
基
調
が
続
く

こ
と
に
な
っ
た
。

福
祉
多
元
社
会
論
は
福
祉
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
を
多
元
的
な
社
会
領
域
に
置

く
こ
と
で
、
国
家
に
対
す
る
依
存
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
理
論
的
に
も
経
験
的
に
も
福
祉
の
責
任
を
国
家
だ
け
が
背
負
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
を
想
定
す
る
こ
と
は
理
論
的
に

適
切
で
あ
る
ば
か
り
か
、
現
実
的
で
も
あ
る
。
ま
た
、
今
日
に
お
け
る
到
達

点
か
ら
理
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
よ
り
分
節
化
し
た
理
論
か
ら
、
未
分

化
な
理
論
を
相
対
化
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
福
祉
多
元
社
会
論
に
い
う
多
元
性
は
、
け
っ
し
て
無
限
で
は

な
い
。

1
章
で
あ
げ
た 

デ
イ
リ
ー
と 

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
こ
れ
を「
国
家state

」

「
市
場m

arket

」「
市
民
社
会civil society

」「
家
族fam

ily

」の
四
領
域
に
分

け
て
い
る﹇ D

aly 2001: 2

﹈。
彼
ら
だ
け
で
な
く
今
日
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
が
さ
ま

ざ
ま
な
用
語
で
呼
ん
で
い
る
領
域
を
総
合
す
る
と
、
福
祉
多
元
社
会
は
、
そ

の
ア
ク
タ
ー
の
種
別
に
よ
っ
て
大
き
く
以
下
の
四
つ
の
領
域
に
分
け
ら
れ
る
。

（
1
） 官
セ
ク
タ
ー（
国
家
）

官
／
民
／
協
／
私
の
福
祉
多
元
社
会

2

「
福
祉
国
家
」と「
福
祉
社
会
」と
の
違
い
は
、「
社
会
」が「
国
家
」以
外
の
多

様
な
ア
ク
タ
ー
を
含
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
ア
ク
タ
ー
に
は
、
市
民
社

会
領
域
や
市
場
領
域
が
含
ま
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
家
族
や
地
域
社
会

の
み
な
ら
ず
、
教
会
や
N　
P　
O
、
民
間
企
業
な
ど
の
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
。

国
家
と
社
会
と
の
区
別
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
国
家
観
に
さ
か
の
ぼ
る
。

国
家
は
個
人
が
契
約
を
結
ぶ
こ
と
で
成
立
す
る
人
為
的
な
統
治
共
同
体
で
あ

り
、
そ
の
残
余
が
市
民
社
会
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
社
会
は
国
家
に
は
還
元

さ
れ
尽
く
さ
な
い
。
国
家
と
社
会
の
用
語
法
に
は
、
互
い
を
対
立
的
な
も
の

と
見
な
す
相
互
に
排
他
的
な
二
元
論
も
あ
る
が
、
今
日
で
は
む
し
ろ
国
家
を

社
会
に
包
摂
し
、
そ
の
特
殊
な
一
部
と
見
な
す
、
よ
り
包
括
的
な
社
会
の
定

義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
福
祉
多
元
社
会
論
は
後
者
で
あ
り
、
国
家
を
ア
ク

タ
ー
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
他
の
ア
ク
タ
ー
と
の
相
互
関
係
の
も
と
で
そ
の
全

体
の
布
置
を
論
じ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
福
祉
多
元
社
会
論
の
ひ
と
つ

に
複
合
的
な
ア
ク
タ
ー
を
含
む
異
な
る
セ
ク
タ
ー（
領
域
）間
の
責
任
と
資
源

の
配
分
を
組
み
こ
ん
だ
福
祉
レ
ジ
ー
ム（
体
制
）論
が
あ
る﹇ 

武
川・イ2006
﹈。

初
期
の
福
祉
国
家
論
は
、
国
家
財
政
の
う
ち
の
福
祉
予
算
の
比
率
を
も
っ

て
そ
の「
先
進
性
」を
測
る
と
い
っ
た
、
比
較
的
単
純
な
理
論
構
成
を
持
っ
て

い
た
。
だ
が「
高
福
祉
高
負
担
」に
よ
る
福
祉
先
進
国
の
国
家
財
政
の
破
綻
か

ら
、
日
本
で
は「
福
祉
国
家
」が
ス
タ
ー
ト
す
る
や
た
だ
ち
に「
福
祉
国
家
の

危
機
」が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
福
祉
国
家
」は
成
熟
に
至
る
ま
え
に
挫

折
す
る
運
命
を
た
ど
っ
た
。
北
欧
福
祉
先
進
国
を
理
想
視
す
る
人
々
が
多

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
高
福
祉
高
負
担
」や「
経
済
の
停
滞
」等
の
脅
迫
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（
2
） 民
セ
ク
タ
ー（
市
場
）

（
3
） 協
セ
ク
タ
ー（
市
民
社
会
）

（
4
） 私
セ
ク
タ
ー（
家
族
）

本
書
で
は
国
家
／
市
場
／
市
民
社
会
／
家
族
の
各
領
域
を
官
／
民
／
協
／

私
と
呼
ぶ
用
語
法
を
採
用
し
た
い
。
理
由
は
、（
1
）「
官
セ
ク
タ
ー
」に
は
中

央
政
府
と
地
方
政
府
の
両
方
が
含
ま
れ
る
た
め
、「
国
家
」の
用
語
は
ふ
さ
わ

し
く
な
い
。（
2
）「
民
セ
ク
タ
ー
」は「
市
場
セ
ク
タ
ー
」と
も
呼
ば
れ
る
が
、

行
政
が「
民
間
活
力
の
導
入
」と
言
う
と
き
に
は
主
と
し
て
市
場
化
を
指
し
て

き
た
経
緯
か
ら「
民
」を
採
用
す
る
。「
民
セ
ク
タ
ー
」は
私
益
を
追
求
す
る
ア

ク
タ
ー
の
プ
レ
イ
す
る
場
で
あ
る
。（
3
）「
協
セ
ク
タ
ー
」は
、「
市
民
社
会
」

と
も「
協
同
セ
ク
タ
ー
」と
も
呼
ば
れ
て
き
た
。
公
共
性
の
複
数
の
担
い
手
と

し
て
、「
公public

」と「
共com

m
on

」と
を
そ
れ
ぞ
れ「
国
家
」と「
市
民
社

会
」に
配
当
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
今
日
の「
協
セ
ク
タ
ー
」は
か
つ
て
の
コ

モ
ン（
入
会
地
）の
よ
う
な
共
同
体
的
な
基
盤
を
必
ず
し
も
持
た
な
い
し
、
そ

れ
が
の
ぞ
ま
し
い
と
も
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て「
協
」の
概
念
を
採
用
す
る
。

（
4
）「
私
セ
ク
タ
ー
」は
、
家
族
を「
私
領
域
」と
呼
ん
で
き
た
用
語
法
に
し
た

が
う
。（
1
）と（
3
）を
合
わ
せ
て
広
義
の「
公
領
域
」と
、（
2
）と（
4
）を
合

わ
せ
て
広
義
の「
私
領
域
」と
呼
ん
で
も
よ
い
。
公
領
域
に「
官
」と「
協
」と
を

含
め
る
の
は
、
行
政
府
だ
け
が
公
益
、
す
な
わ
ち「
公
共
性
」の
担
い
手
で
は

な
い
、
と
い
う
立
場
か
ら
で
あ
る4

❖

。「
公
益
性
」の
担
い
手
に
は
、
N　
P　
O
の

よ
う
な
各
種
の
公
益
法
人
も
こ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
。
行
政
府
を「
公
」で
は

な
く「
官
」と
名
づ
け
る
の
は
、
公
共
性
を「
官
」が
独
占
す
る
こ
と
へ
の
批
評

意
識
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
官
が
公
益
で
は
な
く

文
字
通
り
の「
官
益
」を
追
求
し
て
き
た
こ
と
へ
の
批
判
も
含
ま
れ
て
い
る
。

以
上
の
官
／
民
／
協
／
私
の
四
元
図
式
を
図
示
す
れ
ば
、
図
11
の
よ
う
に

な
る
。

こ
の
分
節
化
し
た
四
元
モ
デ
ル
か
ら
は
、
よ
り
未
分
化
な
公
私
の
二
元
モ
デ

ル
や
、
さ
ら
に
福
祉
の
三
元
モ
デ
ル
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

福
祉
の
分
野
で
は
公
私
の
二
元
論
に
も
と
づ
い
て
、
公
助
と
自
助
が
区
別

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
公
助
と
は
自
助
能
力
の
な
い
個
人
に

対
す
る
行
政
的
措
置
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
こ
こ
で
自
助
の
概
念
を
は
っ

き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し「
自
助
能
力
」を
個
人
に
還
元

す
る
な
ら
、
究
極
の
自
助
と
は
、
ま
っ
た
く
誰
に
も
依
存
し
な
い
で
個
人
が

生
活
を
維
持
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
本
人
が
要
介
護
状
態
に
あ
れ

ば
、
自
助
と
は
貨
幣
費
用
を
自
己
負
担
し
た
う
え
で
、
市
場
か
ら
サ
ー
ビ
ス

二
元
モ
デ
ル
の
限
界

3

❖
3 
福
祉
社
会
論
が「
福
祉
国
家
の
危
機
」を
き
っ
か
け
に
登
場
し
た
こ
と
で
、
福
祉
社
会
論
が

「
福
祉
国
家
」の
責
任
を
免
責
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
警
戒
す
る
論
者
も
い
た
こ
と

を 

武
川﹇1999: 298-299

﹈は
指
摘
し
て
い
る
。
事
実
、
家
族
を
含
み
資
産
と
見
な
す「
日
本
型
福

祉
社
会
」は
、「
福
祉
社
会
」と
呼
ば
れ
る
が
、「
日
本
型
福
祉
国
家
」と
は
呼
ば
れ
な
い
。 

武
川
は

こ
う
い
う「
福
祉
社
会
」の
理
解
を「
時
代
錯
誤
的
」と
呼
ぶ
。

❖
4 

し
た
が
っ
て
、「
公・共
セ
ク
タ
ー
」と
ふ
た
つ
に
分
割
す
る
論
者
も
い
る
。
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ア
ク
タ
ー
の
ひ
と
つ
と
見
な
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
用
語
法
の
も
と
で
は
、
私

的
領
域
の
う
ち
、
市
場
領
域
と
非
市
場
領
域
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
だ
け
で
な
く
、
公
的
領
域
が
ほ
ん
と
う
に「
公
益
」の
も
と
に
働
く
ア
ク

タ
ー
で
あ
る
か
ど
う
か
に
も
疑
義
が
残
る6

❖

。

福
祉
多
元
社
会
の
担
い
手
を
理
論
化
す
る
試
み
の
な
か
か
ら
、「
福
祉

ミ
ッ
ク
ス
」と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
て
き
た
。
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
は
理
論
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
現
実
の
変
化
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
背
後

に
あ
る
の
は「
公
で
も
な
く
私
で
も
な
い
」領
域
の
実
践
が
成
熟
し
て
き
た
と

い
う
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
福
祉
社
会
論
に
は
、
こ
の「
第
三
の
領
域the 

third sector

」を
理
論
化
し
よ
う
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
三
元
モ
デ
ル
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
検
討
し
、
本
書
で
提
示
し
た
四
元
モ
デ
ル
か
ら
見
た

欠
陥
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

そ
の「
第
三
の
セ
ク
タ
ー
」に
登
場
す
る
ア
ク
タ
ー
は
、
非
営
利
団
体「N

on 
Profi t O

rganization

」と
総
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
英
語
圏
の
N　
P　
O

研
究
か
ら
出
発
し
た
論
者
は
、
N　
P　
O
を
文
字
通
り「
非
営
利
組
織N

on 
Profi t O

rganization

」一
般
を
さ
す
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
な
用
語
と
し
て
用
い

る
傾
向
が
あ
る
。
他
方
、
日
本
で
は
一
九
九
八
年
に
成
立・施
行
さ
れ
た
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法（
略
称
N　
P　
O
法
）以
降
、
こ
の
法
律
の
も
と
で
特
定
非

営
利
法
人（
略
称
N　
P　
O
）と
し
て
認
可
を
受
け
た
法
人
団
体
を
限
定
的
に
指
す

用
語
法
が
定
着
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
の
開
設
主
体
事
業
所
分
類
で
も
、

三
元
モ
デ
ル
の
批
判
的
検
討

―
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
の
系
譜

4

を
調
達
す
る
能
力
の
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
世
の
中
に
は
身
分
や
地
位
、

権
力
、
そ
し
て
経
済
力
で
第
三
者
の
サ
ー
ビ
ス（
文
字
通
り
の「
奉
仕
」）を
調
達
す

る
能
力
の
あ
る
人
々
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
究
極
の
自
助
能
力
と

は
、
こ
う
い
う
人
々
の
持
つ
能
力
の
こ
と
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
多
く

の
場
合
、「
自
助
」と
は
家
族
福
祉
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
く
り
か
え
す
が
、

「
自
助
能
力
が
な
い
」こ
と
に
は
、「
市
場
の
失
敗
」の
ほ
か
に「
家
族
の
失
敗
」

が
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
慣
習
的
に
自
助
と
は
、
家
族
に
よ
る
貨
幣
費
用
の
負
担
や

労
働
費
用
の
負
担
を
も
含
ん
で
き
た5

❖
。
定
義
上
、
ケ
ア
が
受
け
手
と
与
え
手

の
相
互
行
為
だ
と
す
れ
ば
、「
私
セ
ク
タ
ー
」の
ケ
ア
と
は
、
家
族
介
護
を
指

す
が
、
こ
れ
を
正
確
に
言
え
ば「
自
助
」と
呼
ぶ
の
は
適
切
で
な
い
。
家
父
長

制
的
な
家
族
批
判
を
通
過
し
た
あ
と
の
わ
た
し
た
ち
は
、
家
族
の
な
か
の
権

力
と
資
源
の
不
均
等
分
配
に
つ
い
て
、
す
で
に
十
分
自
覚
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
個
人
と
家
族
集
団
と
を
同
一
化
す
る
こ
と
で
、
家
族
介
護
を

「
自
助
」と
呼
ぶ
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
家
族
介

護
は「
私
的
」で
は
あ
る
が
、
決
し
て
個
人
的
な「
自
助
」と
は
言
え
な
い
。

マ
ル
ク
ス
主
義
も
ま
た
公
私
二
元
論
を
採
用
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
用

語
法
で
は
、
市
場
セ
ク
タ
ー
は「
私
的
領
域
」に
入
る
。
市
場
と
は
私
権
を
有

す
る
個
人
ま
た
は
法
人
と
い
う
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
私
益
を
求
め
て
交
換
と
い
う

ゲ
ー
ム
に
入
る
場
だ
か
ら
、
公
共
的
で
あ
る
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に

国
家
を「
国
家
独
占
資
本
主
義
」の
よ
う
に「
総
資
本
の
利
益
代
表
」と
見
な
す

立
場
か
ら
は
、
国
家
も
ま
た
資
本
の
集
合
的
な
私
益
の
た
め
に
プ
レ
イ
す
る
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体
を
総
称
し
て「
市
民
事
業
体
」と
い
う
上
位
概
念
を
用
い
る
。

N　
P　
O
論
者
と
し
て
有
名
な
レ
ス
タ
ー・ 

サ
ラ
モ
ン﹇ Salam

on 1995=2007

﹈

は
、
国
家
と
市
場
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー・セ
ク
タ
ー
か
ら
な
る
三
元
図
式
を
提

示
す
る
。 

サ
ラ
モ
ン
の
最
大
の
功
績
は
、
あ
ま
り
に
多
様
で
多
義
的
な
存
在

だ
っ
た
市
民
の
非
営
利
活
動
に
N　
P　
O
と
い
う
概
念
を
与
え
、
そ
れ
を
ひ
と

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ま
と
め
て
事
業
規
模
を
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
い
わ

ば
N　
P　
O
と
い
う
領
域
は
、 

サ
ラ
モ
ン
ら
研
究
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構
築
に

よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
可
視
化
さ
せ
た
領
域
な
の
で
あ
る
。

 

サ
ラ
モ
ン
と
ア
ン
ハ
イ
ヤ﹇ Salam

on &
 Anheier 1997

﹈に
よ
る
N　
P　
O
の
定

義
は
、
以
下
の
六
つ
の
条
件
を
満
た
す
組
織
で
あ
る
。

（
1
） 組
織
性

（
2
） 非
政
府
民
間
活
動

（
3
） 非
営
利（
利
潤
の
分
配
を
し
な
い
）

（
4
） 自
己
決
定
性

N　
P　
O
は
こ
の
意
味
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
地
域
福
祉
、
参
加
型
福
祉
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
領
域
の
担
い
手
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
非
営
利
型
、
非
市
場
型
の
公
益
団
体
や
共
助
組
織
、
N　
P　
O
法
人
、
生
協
、

農
協
、
高
齢
協
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
有
限

会
社
、
株
式
会
社
等
の
法
人
が
含
ま
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
逆
に
英
語
圏
の

意
味
で
の
非
営
利
組
織
の
集
合
を
指
す
上
位
概
念
を
欠
く
こ
と
に
な
る
か
ら
、

N　
P　
O
法
人
格
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
市
民
を
担
い
手
と
す
る
非
営
利
事
業

図11　官／民／協／私の4セクター

官

Public Sector

Public
(state/government)

Common
(civil)

Private
(family)

Market

Private Sector民

協

私

❖
5 

こ
の
な
か
に
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
個
人
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
個
人
を
家
族

と
同
一
化
し
て
、
家
族
集
団
の
な
か
に「
愛
他
性
」と
い
う
個
人
主
義
に
抵
触
す
る
原
理
を
も
ち
こ

む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
り
立
つ
奇
妙
な
論
理
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
破

綻
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
の「
自
助
」の
概
念
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン・
ク

ル
ー
ソ
ー
的
な
自
助
が
実
際
に
は
成
人
の
男
女
に
と
っ
て
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
、 

デ
イ
リ
ー

﹇ D
aly 2001

﹈や
フ
ォ
ル
バ
ー
ら
が
く
り
か
え
し
強
調
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

❖
6 

こ
の
理
論
構
成
の
限
界
は
、
マ
ル
ク
ス
理
論
の
家
族
領
域
へ
の
無
関
心（
ジ
ェ
ン
ダ
ー・
ブ

ラ
イ
ン
ド
ネ
ス
）を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
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点
で
、
福
祉
多
元
社
会
論
に
接
続
し
て
い
る
。

福
祉
多
元
社
会
を
念
頭
に
置
い
た
非
営
利
セ
ク
タ
ー
論
は
、
主
と
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
展
し
て
き
た
。
論
者
の
ひ
と
り
、 

ペ
ス
ト
フ﹇ Pestoff  1992= 

1993

﹈は「
福
祉
三
角
形w

elfare triangle

」と
い
う
三
元
図
式
を
提
示
し【
図

12
】、
国
家
で
も
市
場
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
も
な
い
中
間
領
域
を「
第
三
セ

ク
タ
ーthe third sector

」と
名
付
け
た
。 

エ
ヴ
ァ
ー
ス
と 

ラ
ヴ
ィ
ル
は
こ

の「
サ
ー
ド
セ
ク
タ
ー
」論
を
継
承
す
る
。
彼
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
N　
P

　
O
論
が
、
欧
州
が
た
ど
っ
た
各
国
の
独
自
の
歴
史
的
経
験
を
無
視
す
る
傾
向

が
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
。 

サ
ラ
モ
ン
ら
の
N　
P　
O
の
定
義
で
は「
非
営
利
」

が
狭
く
定
義
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
歴
史
的
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
の
う
ち
の
協
同
組
合
や
共
済
組

合
が
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
は
、
協
同
組
合
や
共
済

組
合
は
利
潤
の
組
合
員
へ
の
一
定
の
還
元
を
可
能
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
、
そ
の
利
潤
の
分
配
に
制
約
が
あ
る
こ
と
や
、
公
益
性
を
目
的
と

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
実
際
に
共
済
組
合
が
社
会
保
障
の
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
論
者
は
、
こ
れ
ら
の

法
人
格
を「
サ
ー
ド
セ
ク
タ
ー
」に
含
め
る
用
語
法
を
採
用
す
る
。 

ペ
ス
ト
フ

を
継
承
す
る 

エ
ヴ
ァ
ー
ス
と 

ラ
ヴ
ィ
ル
に
よ
る「
サ
ー
ド
セ
ク
タ
ー
」に
属
す

る
組
織
の
定
義
と
は「
営
利
を
目
的
と
し
な
い
、
す
な
わ
ち
利
潤
の
私
的・個

人
的
な
取
得
を
制
限
す
る
と
い
う
法
人
格
を
持
っ
た
組
織
」と
い
う
、
よ
り

ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
な
か
に
は「
慈
善
団
体
や
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー

組
織
、
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
グ
ル
ー
プ
と
し
て
出
発
す
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ

（
5
） 自
発
性

（
6
） 公
益
性

さ
ら
に
以
下
の
四
つ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
る﹇ Sala-

m
on 1992, 1999: 15;  

安
立2008

﹈。

（
1
） サ
ー
ビ
ス
の
提
供

（
2
） 価
値
の
擁
護

（
3
） 問
題
の
発
見
と
解
決

（
4
） コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ（
社
会
的
資
本
）形
成

そ
の
う
え
で
N　
P　
O
セ
ク
タ
ー
に
属
す
る
活
動
の
規
模
を
あ
げ
る
と
、

一
九
九
五
年
当
時
で
全
米
で
一
六
〇
万
団
体
、
G　
D　
P
に
占
め
る
比
率
は

八・
八
%
、
雇
用
者
数
に
占
め
る
比
率
は
七
%
と
巨
大
な
経
済
規
模
を
持
つ

「
決
し
て
社
会
の
な
か
で
小
さ
な
部
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
統
計
的

に
も
証
明
し
て
み
せ
た
」﹇ 

安
立2008: 25

﹈。

こ
の
定
義
か
ら
N　
P　
O
セ
ク
タ
ー
の
雇
用
の
国
際
比
較
を
し
て
み
る
と
、

日
本
で
は
農
業
以
外
の
雇
用
に
占
め
る
N　
P　
O
の
雇
用
力
は
三・
五
%
、
フ

ラ
ン
ス
の
四・
九
%
、
ド
イ
ツ
の
四・
六
%
と
比
べ
て
も
そ
れ
ほ
ど
遜
色
が

な
い
。

N　
P　
O
は「
市
場
の
失
敗
」と「
政
府
の
失
敗
」を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
第

三
の
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た
。
そ
の
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中間組織／制度
Pestoff  ［2009: 9］より作成

け
で
な
く
、
影
響
力
の
あ
る「
社
会
的
経
済
」を
も
包
含
す
る
」﹇ Evers &

  Laville 

2004=2007: 19
﹈。

サ
ー
ド
セ
ク
タ
ー
の
境
界
を
、「
営
利
か
非
営
利
か
」で
は
な
く
、「
市
場

経
済（
資
本
主
義
的
組
織
）か
非
市
場
経
済（
社
会
的
経
済
）か
」の
あ
い
だ
に
引
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
の「
あ
い
ま
い
な
定
義
」は
、
社
会
的
企
業
論

に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。「
社
会
的
企
業social enterprise

」も
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
出
自
の
概
念
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
独
自
の
歴
史
的
経
験
に
多
く

を
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
企
業
か
ど
う
か
は
た
ん
に
法
人

格
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
社
会
的
企
業
』の
共
著
者
、 

ボ
ル
ザ
ガ

と
ド
ゥ
フ
ル
ニ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
社
会
的
企
業
」と
は
以
下
の「
四
つ
の

経
済
的
基
準
」と「
五
つ
の
社
会
的
基
準
」を
満
た
す
組
織
で
あ
る﹇ Borzaga &

 

D
efourny 2001=2004

﹈。

四
つ
の
経
済
的
基
準

（
1
）財・サ
ー
ビ
ス
を
継
続
的
に
生
産・供
給
す
る

（
2
）一
定
の
人
々
が
自
発
的
に
創
設
し
自
律
的
に
管
理
す
る

（
3
）経
済
的
リ
ス
ク
を
負
う

（
4
）有
償
労
働
を
最
低
限
は
組
み
込
む

五
つ
の
社
会
的
基
準

（
1
）コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
貢
献
と
い
う
明
確
な
目
的

（
2
）市
民
グ
ル
ー
プ
が
設
立
す
る
組
織

（
3
）資
本
所
有
に
も
と
づ
か
な
い
意
思
決
定

（
4
）活
動
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
人
々
の
参
加

（
5
）利
潤
分
配
の
制
限

を
満
た
す
事
業
体

社
会
的
企
業
と
N　
P　
O
と
の
異
同
に
つ
い
て
か
ん
た
ん
に
触
れ
て
お
こ
う
。

社
会
的
企
業
と
は
、
上
述
の
四
つ
の
経
済
的
基
準
お
よ
び
五
つ
の
社
会
的
基

準
か
ら
見
て
、
N　
P　
O
と
の
共
通
性
が
多
く
、
概
念
上
互
換
的
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
組
織
の
法
人
格
を
問
わ
な
い
か
ら
、
任
意
団
体
、
N

　
P　
O
、
協
同
組
合
、
有
限
会
社
、
株
式
会
社
な
ど
を
含
み
、
N　
P　
O
よ
り
も

図12　 ペストフの「福祉三角形」

コミュニティ
（世帯・家族等）

市場
（民間企業）

国家
（公共機関）

アソシエーション
（ボランタリー／
非営利の組織）

公式 非営利

非公式 営利
公
私

サードセクター
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体
が
慈
善
活
動
を
す
る
伝
統
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
い
わ
ば
国
家
内
国
家
と

も
い
う
べ
き
教
会
が
公
共
性
に
お
い
て
占
め
る
領
域
が
大
き
く
、
教
会
は
国

家
と
競
合
し
て
き
た
。
だ
が
、 

サ
ラ
モ
ン
が
対
象
と
し
た
の
は
、
も
っ
と
世

俗
的
で
市
民
的
な
、
制
度
化
さ
れ
な
い
、
文
字
通
り
の「
新
し
い
公
共
性
」の

担
い
手
で
あ
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
公
益
法
人
と
の
区
別
が
つ
き
に
く
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
日
本
に
は
公
益
法
人
は
数
多
く
、
ま
た
半
官
半
民
の「
第
三
セ

ク
タ
ー
」も
多
い
。
だ
が 

ペ
ス
ト
フ
の「
サ
ー
ド
セ
ク
タ
ー
」の
概
念
は
、
日

本
に
お
け
る
慣
習
的
な「
第
三
セ
ク
タ
ー
」の
用
法
と
は
い
ち
じ
る
し
く
異

な
っ
て
い
る
。
N　
P　
O
が
登
場
し
た
と
き
、
そ
れ
を「
第
三
セ
ク
タ
ー
」に
含

め
る
議
論
に
多
く
の
N　
P　
O
論
者
は
抵
抗
し
た
。
と
い
う
の
も
、「
官
で
も

な
く
民
で
も
な
い
」文
字
通
り「
第
三
」の
セ
ク
タ
ー
を
さ
す
は
ず
だ
っ
た
こ

の
領
域
は
、
日
本
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
〇
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
官
出
資
の
外

郭
団
体
を
指
し
て
お
り
、
予
算
も
人
事
も
官
の
統
制
下
に
あ
る
こ
と
は
周

知
の
事
実
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
逆
に 

世
古
一
穂
の
よ
う
に
、「
第
三
セ
ク

タ
ー
」を「
市
民
セ
ク
タ
ー
」と
等
値
す
る
こ
と
を
主
張
し
、「
主
務
官
庁
か

ら
自
立・独
立
し
て
い
な
い
外
郭
団
体
等
を
第
三
セ
ク
タ
ー
と
呼
ぶ
べ
き
で

な
い
」﹇ 

世
古2009: 22

﹈と
い
う
立
場
も
あ
る
。
N　
P　
O
論
で
は
こ
う
し
た
官
の

外
郭
団
体
を「
疑
似
政
府
組
織
Q　
U　
A　
N　
G　
O（Q

uasi N
G

O

）」と
呼
ん
で
き
た
。

し
た
が
っ
て
本
書
で
も
、
官
セ
ク
タ
ー
に
含
め
る
こ
と
と
す
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、「
第
三
セ
ク
タ
ー
」論
は
、
そ
の
用
語
法
か
ら
、
三
元
モ
デ
ル
に
限
定

さ
れ
る
制
約
が
あ
る
た
め
に
こ
の
用
語
を
採
用
し
な
い
。

適
用
範
囲
が
広
い
。
し
た
が
っ
て
社
会
的
企
業
は
そ
の
法
人
格
に
よ
っ
て
は

定
義
で
き
ず
、
活
動
の
理
念
や
内
容
、
経
営
や
組
織
形
態
か
ら
総
合
的
に
判

断
す
る
ほ
か
な
く
、
よ
り
一
般
的
で
は
あ
る
が
そ
の
た
め
に
よ
り
定
義
し
に

く
い
概
念
で
あ
る
。

サ
ー
ド
セ
ク
タ
ー
論
も
社
会
的
企
業
論
も
、
そ
の
ア
ク
タ
ー
を
、
複
数
の

多
元
的
経
済
領
域（
市
場
経
済
／
非
市
場
経
済
／
非
貨
幣
経
済
、
言
い
換
え
れ
ば
市
場
／
国
家

／
家
族・コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）に
ま
た
が
る
領
域
横
断
的
な
存
在
と
と
ら
え
る﹇ Pestoff  

1992=1993;  Evers &
  Laville 2004=2007;  

大
沢2008b

﹈。
記
述
概
念
と
し
て
は
、

た
し
か
に
そ
の
ほ
う
が
実
態
に
即
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
福
祉
多
元
社

会
論
が
当
初
意
図
し
た
よ
う
に
、
多
元
的
セ
ク
タ
ー
間
の
関
係
を
分
析
的
に

理
論
モ
デ
ル
と
し
て
構
成
す
る
理
論
的
効
果
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
現
実
の

ア
ク
タ
ー
が
複
数
の
領
域
に
ま
た
が
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の

ア
ク
タ
ー
の
果
た
す
役
割
が
公
共
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
で
非
政
府
領
域
に
あ
る

場
合
を
、
協
セ
ク
タ
ー
と
名
づ
け
て
析
出
す
る
。
さ
ら
に
、
N　
P　
O
を
日
本

の
国
内
法
の
も
と
で
N　
P　
O
法
人
格
を
取
得
し
た
団
体
と
限
定
し
、
そ
の
他

の
法
人
格
を
含
む
上
位
概
念
と
し
て「
市
民
事
業
体
」を
採
用
す
る
。
生
協
お

よ
び
そ
の
も
と
に
あ
る
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
N　
P　
O
法
人
格

を
持
た
な
い
場
合
で
も
、
市
民
事
業
体
に
含
ま
れ
る
。

N　
P　
O
論
や
サ
ー
ド
セ
ク
タ
ー
論
の
問
題
の
ひ
と
つ
は
、「
ボ
ラ
ン
タ

リ
ー・
セ
ク
タ
ー
」で
は
奉
仕
と
事
業
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

欧
米
系
の
N　
P　
O
論
者
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
は
、「
非
営
利
セ

ク
タ
ー
」を
、
伝
統
的
な
教
会
活
動
か
ら
区
別
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
宗
教
団
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た
ら
、
こ
の
三
類
型
は「
家
族
」を
ア
ク
タ
ー
と
し
て
欠
く
点
で
、
第
一
に
三

元
論
の
限
界
が
あ
り
、
第
二
に
市
場
に
登
場
す
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
、
個
人

を
家
族
と
同
一
化
す
る
こ
と
で
家
族
主
義
の
バ
イ
ア
ス
に
陥
っ
て
い
る
と
い

う
べ
き
だ
ろ
う
。

「
地
域
福
祉
」を
も
っ
と
も
早
い
時
期
か
ら
唱
導
し
て
き
た 

右う

田だ

紀
久
恵
も

ま
た
、
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
に
お
け
る「
公
私
協
働
」を「
新
し
い「
公
共
」」と
呼
ぶ

﹇ 

住
谷・ 右
田1973;  

右
田2005

﹈。 

川
村
匡
由
は
、 

右
田
の「
新
し
い「
公
共
」」概
念

を
、
七
三
年
と
い
う
早
い
時
期
に「
社
会
福
祉
の
領
域
で
は 

右
田
が
初
め
て

提
起
し
た
」﹇ 

川
村2005: 5

﹈と
評
価
す
る
。 

右
田
の「
私
」領
域
も
民
間
す
な
わ

ち
市
場
領
域
を
さ
し
て
お
り
、
家
族
と
い
う
ア
ク
タ
ー
を
欠
い
て
い
る
。

福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
の
三
元
図
式
と
、
先
述
の
官
／
民
／
協
／
私
の
四
元
図

式
と
の
違
い
を
言
え
ば
、「
私
」領
域
を
概
念
化
す
る
こ
と
で
、
家
族
を
福
祉

の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
明
示
的
に
可
視
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
公
的
福
祉
論

者
は
、
公
私
の
二
元
論
に
も
と
づ
き
、「
市
場
の
失
敗
」を
補
完
す
る
も
の
が

公
的
福
祉
だ
と
言
う
が
、
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
者
は
、「
市
場
の
失
敗
」に
加
え

て「
政
府
の
失
敗
」を
補
完
す
る
も
の
が「
市
民
セ
ク
タ
ー
」だ
と
考
え
る
。
い

福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
を
唱
え
る
論
者
の
問
題
意
識
に
は
、
市
民
社
会
セ
ク

タ
ー
を
国
家
と
市
場
か
ら
分
離
し
て
概
念
化
し
た
い
と
い
う
共
通
の
動
機
が

あ
り
、
わ
た
し
も
ま
た
こ
の
動
機
を
共
有
し
て
い
る
。
だ
が
福
祉
ミ
ッ
ク
ス

論
の
三
元
モ
デ
ル
に
は
以
下
の
限
界
が
指
摘
で
き
る
。

 

ペ
ス
ト
フ
や 

サ
ラ
モ
ン
に
な
ら
っ
て
、
日
本
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
シ

ス
テ
ム
の
三
類
型
―
公
共
的
、
市
場
的
、
自
発
的
福
祉
サ
ー
ビ
ス
―
を

提
示
し
た
の
は
、 

京
極
高
宣﹇ 

京
極1984; 2003a

﹈で
あ
る【
図
13
】。 

京
極
は
、
自

助
、
公
助
、
共
助
を
、
自
立
生
活
を
支
え
る「
三
本
の
矢
」と
い
う
比
喩
で
呼

ん
で
い
る7

❖

﹇ 

京
極2003b

：19

﹈。 

サ
ラ
モ
ン
の
い
う「
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー・セ
ク
タ
ー

（ 

京
極
で
は
自
発
的
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）」に
対
応
す
る
の
は「
共
助
」で
あ
る
が
、
こ
の

う
ち「
自
助
」は
ど
の
セ
ク
タ
ー
に
対
応
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
家
族
」と
い
う

ア
ク
タ
ー
を
欠
い
た
三
元
モ
デ
ル
で
は
、「
自
助
」は「
市
場
」セ
ク
タ
ー
に
対

応
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し「
自
助
」が
家
族
セ
ク
タ
ー
に
対
応
す
る
と
し

公共型

自発型

①

②

③
④

市場型

図13　 京極高宣の
　　　 福祉供給システムの類型

出典：［ 京極 2003a：19］

❖
7 
彼
の
三
類
型
は
、
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
が
登
場
し
て
か
ら
、
そ
の
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
評
価
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
六
年
の
著
書
を
再
録
し
た
二
〇
〇
六
年
刊
行

の『 

京
極
高
宣
著
作
集
』第
三
巻
の
有
塚
昌
克
に
よ
る「
編
集
幹
事
あ
と
が
き
」﹇ 

京
極2003a

﹈に
よ

れ
ば
、「
最
近
に
な
っ
て
経
済
学
者
の
社
会
福
祉
政
策
研
究
で
八
〇
年
代
の
著
者
の
業
績
が
注
目

さ
れ
て
い
る
」と
し
た
う
え
で
、
丸
尾
直
美
の「 

京
極
高
宣
教
授
は
一
九
八
六
年
に
三
つ
の
部
門
を

含
む
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
型
の
福
祉
政
策
を
提
唱
」と
い
う
評
価
を
引
用
し
て
い
る
。
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（
1
）家
族
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
ケ
ア
が
自
明
の
前
提
で
は
な
い
こ
と
、（
2
）

こ
れ
ら
四
つ
の
セ
ク
タ
ー
間
の
責
任
と
費
用
の
分
担
に
は
変
動
が
あ
り
、
政

治
と
歴
史
が
関
与
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
と
い
う
認
識
利
得
が
あ
る
。

福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
と
は
べ
つ
の
三
元
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
の
が
、
比
較
福

祉
体
制
論
を
提
起
し
て「
福
祉
レ
ジ
ー
ム
」と
い
う
概
念
を
構
築
し
た 

エ
ス
ピ

ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
で
あ
る﹇ Esping-Andersen 1990, 1999

﹈。

 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
の
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
は
、
す
で
に
福
祉

社
会
学
／
経
済
学
の
論
者
の
あ
い
だ
で
は
共
有
財
産
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

専
門
家
に
と
っ
て
は
冗
長
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
簡
略
に
概
要
を

説
明
し
て
お
こ
う
。

一
九
九
〇
年
に“Th e Th ree W

orlds of W
elfare C

apitalism
”

﹇ Esping-

Andersen 1990=2001

﹈を
著
し
、
そ
の
な
か
で
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
三
つ
の
類
型

を
提
示
し
た
こ
と
で
、 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
は
い
ち
や
く
世
界
的
に

有
名
に
な
っ
た
。
こ
の
本
は
大
き
な
影
響
力
と
と
も
に
、
多
様
な
批
判
を
ひ

き
お
こ
し
、
そ
の
批
判
を
受
け
て
さ
ら
に
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
を
改
訂・

発
展
さ
せ
た
も
の
が
、
一
九
九
九
年
の“Social Foundations of Post-

Industrial Econom
ics”

﹇ Esping-Andersen 1999=2000

﹈で
あ
る
。
い
ず
れ
も

翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
二
冊
の
書
物
の
あ
い
だ
に
は
約
一
〇
年
間
の
時
差
が
あ

る
が
、
そ
の
あ
い
だ
に
受
け
た
批
判
を
取
り
入
れ
て
理
論
を
発
展
さ
せ
て
い

る
の
で
、
こ
の
二
冊
の
成
果
を
以
下
に
ま
と
め
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
三
元
モ
デ
ル

―
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論

5

ず
れ
も「
家
族
の
失
敗
」を
概
念
化
し
な
い
こ
と
で
家
族
介
護
を
自
明
の
前
提

と
し
、
私
領
域
の
費
用
負
担
を
不
問
に
付
す
傾
向
が
あ
る
。

福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
が「
家
族
」を
モ
デ
ル
に
含
め
な
い
の
は
、
そ
れ
が
も
と

も
と「
社
会
保
障
」や「
福
祉
の
社
会
化
」の
領
域
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
か

ら
だ
と
い
う
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
も
反
論
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
1
）家
族
は
私
的
だ
が
、
社
会
的
で
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
5
章
で
検
討
し

て
き
た
よ
う
に
、「
私
的
な
家
族
」と
は
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

福
祉
が
一
義
的
に
家
族
に
割
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
な
構

築
の
結
果
で
あ
る
。
私
的
な
領
域
に
公
的
な
介
入
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
自
体

が
、
社
会
的
な
選
択
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
私
的
な
領
域
の
私

的
な
性
格
は
自
明
で
も
不
変
で
も
な
い
。（
2
）「
福
祉
の
社
会
化socializa-

tion

」に
は
市
場
化（
商
品
化
）オ
プ
シ
ョ
ン
と
非
市
場
化（
脱
商
品
化
）オ
プ
シ
ョ

ン
と
が
あ
る
。「
市
場
」の
も
と
に
あ
る
限
り
、
福
祉
は「
自
助
」、
す
な
わ
ち

私
的
な
領
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
3
）市
場
を
含
み
な
が
ら
家
族
を

排
除
す
る 

京
極
の
三
元
モ
デ
ル
の
前
提
に
は
、「
家
族
福
祉
」を
自
明
と
す
る

前
提
が
潜
ん
で
い
る
と
疑
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。（
4
）他
方 

ペ
ス
ト
フ
流

の
三
元
モ
デ
ル
で
は
、
か
え
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
家
族
と
の
区
別
が
つ
け

ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
福
祉
の
三
元
モ
デ
ル
に
は
、
い
ず
れ
も
限
界
が
あ

る
。
そ
れ
を
解
決
す
る
に
は
三
元
モ
デ
ル
を
脱
し
て
、
公
私
の
領
域
を
含
み
、

そ
れ
を
さ
ら
に
下
位
区
分
し
た「
福
祉
の
四
角
形w

elfare quadrangle

」に

な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
三
元
モ
デ
ル
に
対
し
て
四
元
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
に
は
、
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ア
ン
グ
ロ

サ
ク
ソ
ン
型
と
も
言
え
る
。

（
2
）社
会
民
主
主
義
福
祉
レ
ジ
ー
ム
は
、
こ
れ
に
対
し
て
大
き
な
政
府
、

市
民
権
に
も
と
づ
く
普
遍
主
義
、
平
等
志
向
を
持
ち
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ

ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
、
北
欧
諸
国
に
対
応
す
る
。
労
働
力
の
脱
商

品
化
の
度
合
も
も
っ
と
も
高
い
。

（
3
）保
守
主
義
福
祉
レ
ジ
ー
ム
は
、
家
族
主
義
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

（
企
業
中
心
主
義
）と
の
協
働
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
福
祉
は「
家
族
の
失

敗
」に
対
す
る
補
完
性
の
原
理
で
供
給
さ
れ
る
た
め
、
逸
脱
的
な
家
族
に
対

す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
化
の
効
果
が
あ
る
。
他
方
で
共
同
体
主
義
的
な
社
会
連
帯

の
原
理
か
ら
、
強
制
加
入
の
国
民
皆
保
険
制
の
よ
う
な
国
家
主
義
の
傾
向
も

強
い
。
地
理
的
に
は
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
な

ど
、
中・南
欧
に
分
布
す
る
。

国
家
、
市
場
、
家
族
の
三
つ
の
領
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
の
組
み
合
わ
せ

か
ら
な
る 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
の
三
つ
の
類
型
モ
デ
ル
は
、
そ
の
説

明
力
の
大
き
さ
で
影
響
力
を
持
っ
た
が
、
同
時
に
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
邦
訳
書
の
共
訳
者
の
ひ
と
り
、 

宮
本
太
郎
は
、
そ
の
批

判
を
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
る﹇ 

宮
本2001: 260-266

﹈。

 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
の
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
が
広
く
受
け
容
れ

ら
れ
た
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

第
一
に
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
、
彼
は「
福
祉
国
家
の
危
機
」以

降
の
論
者
と
し
て
、
国
家
、
市
場
、
家
族
を
ア
ク
タ
ー
と
す
る
福
祉
多
元
社

会
の
立
場
に
立
ち
、
市
場
経
済
と
整
合
的
な「
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
の
政
治
経
済

学
」と
し
て「
福
祉
体
制w

elfare regim
e

」を
包
括
的
に
モ
デ
ル
化
し
た
こ

と
で
あ
る8

❖

。

第
二
に
、
福
祉
支
出
の
よ
う
な
一
元
的
尺
度
に
よ
ら
な
い
類
型
論
に
よ
っ

て
、
発
展
段
階
論
で
は
な
い
体
制
間
比
較
を
可
能
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、「
脱
商
品
化
」「
脱
家
族
化
」の
よ
う
な
重
要
な
概
念
を
提
示
す
る

こ
と
で
、
複
数
の
領
域
間
の
費
用
移
転
の
方
向
を
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
以
下
の
三
つ
の
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
類
型
を
提
示
す
る
。

（
1
） 自
由
主
義
福
祉
レ
ジ
ー
ム（
ア
ン
グ
ロ

サ
ク
ソ
ン
型
）

（
2
） 社
会
民
主
主
義
福
祉
レ
ジ
ー
ム（
北
欧
型
）

（
3
） 保
守
主
義
福
祉
レ
ジ
ー
ム（
中・南
欧
型
）

（
1
）自
由
主
義
福
祉
レ
ジ
ー
ム
は
、
小
さ
な
国
家
、
リ
ス
ク
の
個
人
責
任
、

市
場
中
心
主
義
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
福
祉
は「
市
場
の
失
敗
」を
補
完

す
る
も
の（
残
余
主
義
）と
限
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
レ
ジ
ー
ム
に
対

応
す
る
現
実
の
国
家
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
、

❖
8 

彼
の
論
の
な
か
で
は
、「
福
祉
社
会
」が「
福
祉
国
家
」と
相
互
に
排
他
的・対
立
的
に
使
わ
れ

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
語
版
へ
の
序
文
で
は「
高
度
に
発
達
し
た
福
祉
社
会
」で
は

福
祉
国
家
は
不
要
に
な
る
、
な
ぜ
な
ら
市
場
と
家
族
が
十
分
に
機
能
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
用

法
が
あ
る
。
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い
う
指
標
を
も
ち
だ
す
こ
と
で
、
こ
の
批
判
に
答
え
よ
う
と
し
た9

❖

。

こ
れ
ら
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
か
ら
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
福
祉
レ
ジ
ー

ム
類
型
論
の
展
開
が
生
ま
れ
た
。
例
え
ば
ア
ン・ 

オ
ル
ロ
フ﹇ O

rloff  1993

﹈は
、

「
脱
商
品
化
」指
標
は
、
男
性
に
は
あ
て
は
ま
る
が
、
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク

の
担
い
手
で
あ
る
女
性
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
し
て
、
女
性
の「
ペ
イ
ド

ワ
ー
ク
へ
の
接
近
」と「
家
計
を
維
持
す
る
能
力
」と
を
指
標
に
加
え
る
こ
と

を
提
案
す
る
。
ま
た
ジ
ェ
ー
ン・ 

ル
イ
ス﹇ Lew

is 1992

﹈は
、
性
別
役
割
分
担

を
前
提
と
す
る「
男
性
稼
得
者
モ
デ
ルm

ale-breadw
inner m

odel

」の
な

か
で
も
、
家
父
長
的
な「
強
い
男
性
稼
得
者
国
家strong m

ale-breadw
in-

ner state

」（
イ
ギ
リ
ス
な
ど
）、
女
性
の
家
事
と
育
児
の
両
立
を
国
家
が
支
援
す

る「
修
正
男
性
稼
得
者
国
家m

odifi ed m
ale-breadw

inner state

」（
フ
ラ
ン

ス
な
ど
）、
女
性
の
自
立
を
支
援
す
る「
弱
い
男
性
稼
得
者
国
家w

eak m
ale-

breadw
inner state

」（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
）を
区
別
す
る
と
い
う
独
自
の
類
型

を
提
示
す
る
。

さ
ら
に
ナ
ン
シ
ー・ フ
レ
イ
ザ
ー﹇Fraser 1993

﹈は「
男
性
稼
得
者
モ
デ
ルm

ale-
breadw

inner m
odel

」に
対
し
て
、「
普
遍
的（
両
性
）稼
得
者
モ
デ
ルuni-

versal bread w
inner m

odel

」と「
ケ
ア
提
供
者
対
等
モ
デ
ルcaregiver 

parity m
odel

」、
さ
ら
に「
普
遍
的（
両
性
）ケ
ア
提
供
者
モ
デ
ルuniversal 

caregiver m
odel

」を
提
示
す
る
。「
普
遍
的（
両
性
）稼
得
者
モ
デ
ル
」は
男
女

と
も
に
稼
得
者
に
な
る
代
わ
り
、
家
庭
内
の
ケ
ア
労
働
は
外
部
化
す
る
オ
プ

シ
ョ
ン
、「
ケ
ア
提
供
者
対
等
モ
デ
ル
」は
、
両
性
の
い
ず
れ
か
が（
ほ
と
ん
ど

の
場
合
女
性
で
あ
ろ
う
）ケ
ア
役
割
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
損
失
を
被
ら
な
い
よ

（
1
） フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
ら
の
批
判

（
2
） レ
ジ
ー
ム
類
型
を
め
ぐ
る
批
判

（
3
） 福
祉
国
家
の
環
境
変
容
に
か
ん
す
る
批
判

（
4
） 非
営
利
組
織
研
究
か
ら
の
批
判

本
書
の
関
心
の
射
程
か
ら
言
え
ば
、（
1
）フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
ら
の
批
判
は
、

比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
と
も
言
い
換
え
ら
れ
、
ま
た（
4
）

非
営
利
組
織
研
究
か
ら
の
批
判
は
、
本
論
の
用
語
法
を
使
え
ば
、
協
セ
ク

タ
ー
の
理
論
化
の
不
在
と
も
言
え
る
。
順
に
詳
論
し
て
い
こ
う
。

（
1
）比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

多
く
の
論
者
が
関
与
し
、
日
本
に
も
そ
の
論
点
は
紹
介
さ
れ
て
い
る﹇ Lew

is 

1992, 2001;  O
rloff  1993; Fraser 1993;  Sainsbury 1994; Shialoff  1994;  D

aly 2001; 

 D
aly &

 R
ake 2003;  

大
沢2004;  

久
場2001;  

白
波
瀬2006

﹈。
批
判
の
焦
点
は
ふ
た
つ

あ
る
。

第
一
に
、
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
は
、
国
家
、
市
場
、
家
族
の
三
領
域
の

相
互
関
係
を
扱
う
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、「
脱
商
品
化decom

m
odi-

fi cation

」と
い
う
概
念
で
も
っ
ぱ
ら
国
家
と
市
場
と
の
関
係
を
焦
点
化
し
て

お
り
、
家
族
の
内
部
構
造
に
た
ち
い
ら
な
い
ば
か
り
か
、
第
二
に
男
性
を
主

た
る
稼
得
者
と
す
る
家
父
長
的
家
族
を
前
提
と
す
る
こ
と
で「
ジ
ェ
ン
ダ
ー・

ブ
ラ
イ
ン
ドgender-blind

」で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
に
つ
い
て
は
、 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン

も
こ
れ
を
認
め
、
九
九
年
の
著
作
で
は「
脱
家
族
化defam

ilialization

」と
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フ
レ
イ
ザ
ー
を
含
め
た
以
上
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト・モ
デ
ル
は
す
べ
て
ケ
ア

を「
育
児
」の
意
味
で
限
定
的
に
使
っ
て
お
り
、
介
護
を
射
程
に
入
れ
て
い
な

い
点
で
、
本
論
に
と
っ
て
は
直
接
有
効
な
議
論
と
は
な
ら
な
い
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
間
の
負
担
の
均
等
分
配
に
つ
い
て
も
、
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
カ
ッ

プ
ル
を
前
提
に
す
る
限
り
、
育
児
に
と
っ
て
は
カ
ッ
プ
ル
は
た
し
か
に
共
同

責
任
者
だ
が
、
老
親
の
介
護
に
と
っ
て
子
の
配
偶
者
は
、
直
接
の
責
任
者
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

日
本
で
は
福
祉
社
会
学
の 

武
川
正
吾﹇1999

﹈が「
脱
家
父
長
制
化
」と
い
う

独
自
の
指
標
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
修
正
モ
デ
ル

を
提
示
し
て
い
る
。 

武
川
も
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
を
共
有
し
、「
脱
商
品

化
」が
家
族
内
権
力
配
置
の
構
造
と
非
関
与
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、「
脱
商

品
化
」と
は
独
立
の
概
念
と
し
て「
脱
家
父
長
制
化
」を
置
く
。
一
九
九
九
年

に
出
版
さ
れ
た 

武
川
の
著
作
は
、
九
九
年
の 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
の

う
に
、
制
度
的
な
補
塡
が
お
こ
な
わ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
の
い
ず

れ
も
家
父
長
制
的
な
家
族
に
と
っ
て
は
彌
縫
策
に
す
ぎ
な
い
。 

フ
レ
イ
ザ
ー

が
代
替
案
と
し
て
提
示
す
る
の
は
、「
普
遍
的（
両
性
）ケ
ア
提
供
者
モ
デ
ル
」、

す
な
わ
ち
両
性
が
と
も
に
、
ケ
ア
と
い
う
不
払
い
労
働
を
均
等
に
担
う
モ
デ

ル
で
あ
る
。

 

フ
レ
イ
ザ
ー・
モ
デ
ル
に
は
、
こ
れ
と
い
っ
て
新
味
は
な
い
。
ペ
イ
ド

ワ
ー
ク
と
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
の
両
性
の
あ
い
だ
に
お
け
る
均
等
な
分
配

は
、
性
別
役
割
分
担
の
解
消
策
と
し
て
、
早
く
か
ら
提
示
さ
れ
て
き
た
。
だ

が
理
論
的
に
は
と
も
か
く
経
験
的
に
は
こ
の「
平
等
主
義
家
族egalitarian 

fam
ily

」﹇ Finem
an 1995=2003

﹈に
実
現
の
蓋
然
性
が
い
ち
じ
る
し
く
低
い
こ

と
は
、
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
機
会
費
用
の
高

い
男
性
は
そ
れ
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
家
庭
内
の
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
を
担
お

う
と
は
し
な
い
し10

❖

、
ま
た
機
会
費
用
の
高
い
女
性
も
ま
た
、
男
性
と
同
じ
選

択
を
す
る
だ
ろ
う
。
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
の
両
性
の
均
等
分
担
と
い
う「
理

想
」は
、
そ
の
外
部
化
の
選
択
肢
が
限
ら
れ
、
機
会
費
用
と
サ
ー
ビ
ス
購
入

費
用
と
が
ほ
ぼ
同
じ
と
い
う
均
衡
点
に
達
す
る
歴
史
的・社
会
的
な
文
脈
に

お
い
て
の
み
、
か
ろ
う
じ
て
成
り
立
つ
オ
プ
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い11

❖

。 

フ
レ
イ

ザ
ー・モ
デ
ル
に
対
す
る
も
っ
と
根
本
的
な
批
判
は
、
こ
の
モ
デ
ル
が
あ
く

ま
で
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
で
モ
ノ
ガ
マ
ス
な
カ
ッ
プ
ル（
異
性
愛
の
単
婚
夫
婦
）

を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
ひ

と
り
親
の
世
帯
が
増
加
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
の
基
盤
そ
の
も
の
が
崩

れ
る
だ
ろ
う
。

❖
9  Esping-Andersen

﹇1990

﹈の
訳
者 

宮
本
は
こ
れ
を「
脱
家
族
主
義
化
」と
翻
訳
し
て
い
る
が
、

fam
ilialize

に
家
族
主
義

0

0

の
含
意
は
な
い
し
、
そ
の
後
の
論
者
の
あ
い
だ
で
は「
脱
家
族
化
」と
い

う
訳
語
で
定
着
し
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
採
用
す
る
。

❖
10 

そ
の
結
果
、
先
進
国
の
男
性
が
短
時
間
で
も
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
に
従
事
す
れ
ば
国
民
勘

定
シ
ス
テ
ム
S　
N　
A
の
う
ち
に
占
め
る
男
性
の
比
率
が
上
昇
す
る
、
な
ど
と
い
う
ト
リ
ッ
ク
も
起

き
る
。

❖
11 

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
も
と
で
労
働
力
の
国
際
移
動
が
大
き
い
今
日
、
コ
ス
ト
の
安
い
外
部

化
の
選
択
肢
が
目
前
に
あ
る
と
き
、
メ
イ
ド
や
ナ
ニ
ー
な
ど
の
解
決
法
を
採
用
し
な
い
カ
ッ
プ
ル

が
い
る
こ
と
は
想
像
し
に
く
い
。
そ
の
現
実
は
移
民
労
働
力
が
ふ
ん
だ
ん
に
調
達
可
能
な
ア
メ
リ

カ
の
ダ
ブ
ル
キ
ャ
リ
ア・カ
ッ
プ
ル
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
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キ
イ
ワ
ー
ド
と
す
る
こ
と
で「
日
本
型
福
祉
レ
ジ
ー
ム
」を
特
殊
化
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。
彼
は
日
本
が「
福
祉
資
本
主
義
の
第
四
の
世
界
」に
該
当
す
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
る
が
、
こ
こ
で「
第
四
の
世
界
」と
類
型
化

さ
れ
て
い
る
の
は
、
三
つ
の
類
型
に
属
さ
な
い
す
べ
て
の
事
例
が
入
る「
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
ゴ
ミ
捨
て
箱
」で
あ
り
、
説
明
力
を
持
た
な
い
ば
か
り
か
、
事

例
の
数
だ
け
類
型
が
増
え
て
い
け
ば
比
較
類
型
論
の
理
論
的
効
果
は
失
わ

れ
る
。

こ
の
日
本
特
殊
性
論
を「
福
祉
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」と
呼
ん
で
、
完
膚
な

き
ま
で
に
反
論
を
加
え
た
の
は 

武
川
で
あ
る
。 

武
川
は
、 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン

デ
ル 

セ
ン
の
福
祉
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
は（
1
）ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
中
心
主
義
、

（
2
）ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
、（
3
）エ
ス
ノ 

セ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
三
つ
の
特
徴

が
あ
る
と
い
う﹇ 

武
川2005: 58

﹈。
彼
は「
儒
教
」の
よ
う
な
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド

を
用
い
て
、
日
本
や
韓
国
を「
ア
ジ
ア
的
」と
ひ
と
ま
と
め
に
論
じ
る
代
わ
り

に
、
日
韓
福
祉
レ
ジ
ー
ム
比
較
を
通
じ
て
、
福
祉
国
家
の「
離
陸
」の
時
期
と

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
経
験
し
た
時
期
と
が
ど
う
対
応
す
る
か
に
よ
っ

て「
日
本
型
福
祉
国
家
」の「
特
質
」を
説
明
し
、
さ
ら
に
福
祉
レ
ジ
ー
ム
が
自

由
主
義
型（
日
本
）と
社
会
民
主
主
義
型（
韓
国
）と
に
分
岐
す
る
こ
と
に
明
快
な

分
析
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
人
口
高
齢
化
率
が
七
%
に
達
し
た
一
九
七
三
年

を
日
本
の
福
祉
国
家
の「
離
陸
」の
年
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
か
ら
た
だ
ち
に
始

ま
っ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
の
経
済
危
機
と
政
治
危
機
と
に

よ
っ
て
、
未
成
熟
な
日
本
型
福
祉
国
家
は
、
自
由
主
義
的
な
色
彩
を
強
め

た
と
す
る
。
も
し「
日
本
的
特
質
」と
い
う
な
ら
、「
福
祉
国
家
の
形
成
と
危

著
作
に
あ
る「
脱
家
族
化
」と
い
う
概
念
を
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
と
り
こ
ん
で

い
な
い
が
、
そ
の
概
念
を
組
み
こ
ん
で
も 

武
川
の
論
理
は
成
り
立
つ
。「
脱

商
品
化
」が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
非
関
与
で
あ
る
よ
う
に
、「
脱
家
族
化
」も
理
論

上
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
非
関
与
だ
か
ら
で
あ
る
。「
脱
家
父
長
制
化
」に
お
け
る

「
家
父
長
制
」の
概
念
を
、
世
帯
内
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造（
私
的
家
父
長
制
）に
と
ど

ま
ら
ず
、
公
的
家
父
長
制
へ
ま
で
領
域
を
拡
張
す
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
独

立
の
変
数
と
し
て
福
祉
レ
ジ
ー
ム
に
組
み
こ
む
こ
と
で
、
さ
ら
に
多
元
的
な

モ
デ
ル
が
成
立
可
能
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
五
年
の
著
作
で
は
、 

武
川
は「
脱

家
父
長
制
化
」と
い
う
概
念
に
代
わ
っ
て
、
シ
ア
ロ
フ﹇Shialoff  1994

﹈に
倣
っ

て「
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
」と
い
う
概
念
を
採
用
し
て
い
る
。
あ
と
で
論
じ
る
が
、

ケ
ア
の
脱
商
品
化
が
、
市
場
に
お
け
る
労
働
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
を
強
化
す
る

結
果
に
な
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
変
数
は
、
家
族
領
域

に
そ
の
作
用
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
2
）レ
ジ
ー
ム
類
型
を
め
ぐ
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
研

究
者
が
自
分
の
属
す
る
社
会
の
類
型
化
に
つ
い
て
異
論
を
唱
え
た
。
そ
の
な

か
で
、
日
本
の
ケ
ー
ス
に
限
っ
て
論
じ
て
お
こ
う
。 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル

 

セ
ン
は
、
日
本
を
三
つ
の
類
型
の
い
ず
れ
か
に
分
類
す
る
こ
と
に
困
難
を
感

じ
、「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」の
な
か
で
、
日
本
を「
保
守
主
義
レ
ジ
ー
ム
と

自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム
と
の
中
間
形
態
」と
類
型
化
す
る
。「
保
守
主
義
と
自
由

主
義
の
ユ
ニ
ー
ク
な
連
合
」と
し
て「
日
本
型
福
祉
国
家
」の
特
質
を
説
明
し

よ
う
と
す
る﹇ 

宮
本2001: 263

﹈こ
と
は
、
理
論
的
に
は
三
つ
の
類
型
論
の
包
括

性
に
疑
問
を
付
す
逸
脱
事
例
の
存
在
を
示
し
、
ま
た
経
験
的
に
は「
儒
教
」を
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ず
、
ケ
ア
の
責
任
と
費
用
の
領
域
間
の
分
配
問
題
に
対
し
て
も
答
を
与
え
る

こ
と
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
が「
労
働
力
の
脱
商
品
化
」（
労
働
者

が
市
場
に
依
存
し
な
い
で
生
計
を
維
持
で
き
る
程
度
）と
い
う
意
味
で
使
っ
た「
脱
商
品

化
」と
い
う
用
語
を
、
ケ
ア
の
領
域
に
援
用
す
る
に
は
い
く
ら
か
の
手
続
き

が
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
論
者
の
な
か
で

は
、「
脱
商
品
化
」「
脱
家
族
化
」の
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ「
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
市

場
セ
ク
タ
ー
か
ら
の
移
転
」お
よ
び「
家
族
セ
ク
タ
ー
か
ら
の
移
転
」と
い
う

意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
と
も
な
う
混
乱
も
す
で
に
発
生
し

て
い
る
。
例
え
ば
、「
ケ
ア
の
脱
商
品
化
」が「
市
場
セ
ク
タ
ー
か
ら
の
移
転
」

で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が「
国
家
セ
ク
タ
ー
へ
の
移
転
」

な
の
か「
市
民
セ
ク
タ
ー
へ
の
移
転
」な
の
か
、
両
義
的
で
わ
か
り
に
く
い
場

合
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は「
脱
商
品
化
」が「
再
家
族
化
」を
指
す
場
合
す
ら
あ

る
。
ま
た「
脱
家
族
化
」が「
市
場
化
」と「
国
家
化
」の
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
、

は
っ
き
り
し
な
い
場
合
も
あ
る
。

ま
た
ケ
ア
の
コ
ス
ト
配
分
と
い
う
際
、
貨
幣
費
用
な
の
か
、
労
働
費
用

な
の
か
、
そ
れ
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
は
し
ば
し
ば（
貨

幣
）費
用
負
担
の
領
域
間
配
分
の
み
を
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
た
め

に
、
不
払
い
の
労
働
費
用
に
つ
い
て
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー・ブ
ラ
イ
ン
ド
の
傾
向

を
示
し
て
き
た
が
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
ケ
ア
の
貨
幣
費
用
と
労
働
費
用
と
を
、

ケ
ア
の
脱
家
族
化
と
脱
商
品
化

6

機
が
同
時
に
進
行
し
た
点
で
独
自
」﹇ 

武
川2005: 69

﹈で
あ
る
、
と 

武
川
は
言
う
。

そ
れ
に
対
し
て
韓
国
は
I　

M　
F
危
機
下
で
達
成
し
た
政
治
的
求
心
力
の
も

と
で「
福
祉
国
家
の
超
高
速
拡
大
」を
実
現
し
、「
社
会
民
主
主
義
的
福
祉
レ

ジ
ー
ム
」を
め
ざ
し
た
点
で
、
対
照
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
韓
の
違
い
を

「
ア
ジ
ア
型
」の
名
の
も
と
に
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

武
川
の
以
上
の
よ
う
な
批
判
は
、（
3
）福
祉
国
家
の
環
境
変
容
に
か
ん
す

る
批
判
と
も
連
動
し
、 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
の
静
態
的
な
類
型
論
を

越
え
る
、
動
態
的
な
類
型
論
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

最
後
に（
4
）非
営
利
組
織
研
究
か
ら
の
批
判
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
N　
P

　
O
系
の
論
者
は
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
の
三
元
モ
デ
ル
が「
市
民
社
会
セ
ク
タ
ー
」

を
欠
い
て
い
る
と
批
判
し
た﹇ 

宮
本2001: 260-266

﹈。
訳
者
で
あ
る 

宮
本
太
郎

が
指
摘
す
る
よ
う
に「 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
が
レ
ジ
ー
ム
を
構
成
す

る
も
の
と
し
て
対
象
と
す
る
の
は
、
政
府
、
市
場
、
家
族
の
三
つ
の
セ
ク

タ
ー
で
あ
っ
て（
中
略
）非
営
利
セ
ク
タ
ー
を
こ
れ
と
区
別
し
て
第
四
の
セ
ク

タ
ー
と
し
て
立
て
る
発
想
は
見
ら
れ
な
い
」﹇ 

宮
本2001: 265

﹈。
そ
の
理
由
を
、

 

宮
本
は
、
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
に
お
い
て
は
対
人
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給

が
関
心
の
射
程
に
な
い
た
め
に
、
民
間
非
営
利
組
織
が
視
野
に
入
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
説
明
す
る
。

だ
が
、
逆
に 

京
極
が
そ
の
典
型
で
あ
る
よ
う
に
、 

武
川
が
批
判
す
る
と
お

り
、
こ
れ
ま
で
の
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
は
、
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
の
局
面
に

限
定
し
て
多
元
的
な
供
給
主
体
を
論
じ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
本
書
が
提
示
す

る
官
／
民
／
協
／
私
の「
最
適
混
合
」の
解
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に
限
ら
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は
介
護
の
労
働
費
用
に
及
ば
ず
、
家
族
賃
金
も
介
護
の
発
生
を
想
定
し
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
領
域
で
介
護
負
担
が
発
生
す
る
か
否
か
で
賃
金
水
準

が
変
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
妻
に
と
っ
て
は
介
護
は
ま
っ
た
く「
よ

ぶ
ん
な
」労
働
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て「
不
払
い
の
」労
働
と
な
る12

❖

。
こ
の
場

合
は
、
介
護
の
貨
幣
費
用
も
労
働
費
用
も
私
セ
ク
タ
ー
が
負
担
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

他
方
、
介
護
労
働
が
有
償
化
し
、
国
家
に
よ
っ
て
家
族
給
付
と
し
て
支
払

わ
れ
な
が
ら
家
庭
内
で
実
の
親
の
介
護
を
し
て
い
る
子
ど
も
を
、
想
定
し
て

み
よ
う13

❖

。
こ
の
場
合
、
貨
幣
費
用
は
国
家
セ
ク
タ
ー
に
移
転
し
て
い
る
が
、

労
働
費
用
は
私
的
セ
ク
タ
ー
に
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
を
単
純
に
ケ
ア

の「
脱
家
族
化
」と
呼
ん
で
い
い
か
ど
う
か
は
留
保
を
要
す
る
。
家
族
給
付
が

普
遍
的
給
付
で
は
な
く
、
所
得
補
償
型
の
給
付
で
あ
る
場
合
、
同
じ
労
働
費

用
に
対
し
て
異
な
る
価
格
が
つ
け
ら
れ
る（
高
額
所
得
者
の
ケ
ア
労
働
は
高
い
!
）こ

と
も
あ
る
。
他
方
、
普
遍
的
給
付
で
あ
っ
て
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

給
付
の
水
準
が
、
市
場
で
の
代
替
費
用
換
算
で
決
定
さ
れ
る
限
り
、
労
働
市

場
に
お
け
る
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
低
い
賃
金
水
準
が
給
付
に
も
反
映
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
別
の
ケ
ー
ス
、
介
護
の
外
部
化
が
す
す
ん
だ
場
合
を
想
定
し

て
み
よ
う
。
ケ
ア
の
サ
ー
ビ
ス
商
品
市
場
が
成
熟
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
ケ
ア

を
市
場
か
ら
貨
幣
で
調
達
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
の
場
合
、
労
働
費
用

は
市
場
化
し
て
い
て
も
、
貨
幣
費
用
負
担
は
私
的
セ
ク
タ
ー
に
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
私
的
介
護
に
と
ど
ま
る
。
他
方
、
介
護
保
険
の
も
と
で
は
、
労
働
費

概
念
上
区
別
し
て
お
き
た
い
。
労
働
費
用
を
独
立
し
て
概
念
化
す
る
こ
と
と
、

労
働
費
用
が「
支
払
わ
れ
て
い
る
か
否
か
」（
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
か
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
か
）

と
い
う
問
い
と
は
理
論
上
独
立
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、（
1
）「
不
払
い
」の

と
き
に
の
み
、
労
働
費
用
が
発
生
す
る
と
は
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
だ
け
で
な
く
、（
2
）仮
に
貨
幣
と（
ケ
ア
）労
働
と
の
見
か
け
上
の「
交

換
」が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、「
こ
の
支
払
い
は
、
妥
当
な
支
払
い

か
?
」と
い
う
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ア
の
貨
幣
費
用
に
つ
い
て
は
、
長
い
間
、「
男
は
家
計
を
支
え
て
い
る

の
だ
か
ら
、
ケ
ア（
家
事・
育
児・
介
護
）の
費
用
を
支
払
っ
て
い
る
」、「
企
業
は

家
族
賃
金
を
支
払
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
妻
と
子
ど
も
の
再
生
産
費
用
も
負

担
し
て
い
る
」と
い
う
論
理
が
通
用
し
て
き
た
。
こ
れ
を
根
底
か
ら
く
つ
が

え
し
た
の
が「
不
払
い
労
働
」論
で
あ
る
。
夫
の
賃
金
の
妻
へ
の
分
配
は（
も
し

そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
）、
妻
の
家
事
労
働
の
価
値
に
、
機
会
費
用
換
算
で
も
代

替
費
用
換
算
で
も
、
遠
く
及
ば
な
い
。
だ
が
そ
れ
な
ら「
家
事
が
十
分
に
支

払
わ
れ
」（「
家
事
労
働
に
賃
金
を
!
」）さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
?

介
護
に
こ
の
問
題
を
置
き
換
え
れ
ば
、
介
護
と
い
う
コ
ス
ト
の
分
配
に
は

貨
幣
費
用
分
配
と
労
働
費
用
分
配
の
二
面
性
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ふ
た
つ

の
分
配
の
次
元
は
相
互
に
独
立
し
て
い
て
対
応
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
配
に
つ
い
て
四
つ
の
セ
ク
タ
ー
間
の
分
配
問
題
が
独
立

に
成
立
す
る
。

例
を
あ
げ
よ
う
。
家
庭
で
夫
に
経
済
的
に
依
存
し
て
介
護
に
た
ず
さ
わ
っ

て
い
る
妻
は
、
不
払
い
労
働
と
し
て
の
ケ
ア
に
従
事
し
て
い
る
。
夫
の
収
入
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の
社
会
学
」と
い
う
本
書
の
問
題
関
心
に
沿
っ
て
、
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論

と
そ
れ
へ
の
批
判
を
批
判
的
に
継
承
す
る
と
す
れ
ば
、
以
下
の
三
点
と
な
る

だ
ろ
う
。

第
一
は
、
国
家
、
市
場
、
家
族
に
付
け
加
え
て
、
福
祉
多
元
社
会
論
に
い

う「
非
営
利
市
民
セ
ク
タ
ー
」、
本
書
で
い
う「
協
セ
ク
タ
ー
」を
含
め
る
こ
と

で
、
四
元
図
式
の
も
と
に
ケ
ア
の
費
用
配
分
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
か
ら「
脱
商
品
化
」「
脱
家
族
化
」の

概
念
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
厳
密
に
使
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
ケ
ア
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
前
提
に
、「
脱
ジ
ェ
ン

ダ
ー
化
」の
指
標
を
こ
れ
に
付
け
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
も
と
づ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
本
書
が
官
／
民
／
協
／
私
の

四
元
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
理
論
的
に

は（
1
）公
的
領
域
と
私
的
領
域
の
二
元
性
の
も
と
で
、（
2
）公
的
領
域
に

官
／
民
／
協
／
私
の
四
元
モ
デ
ル
の
採
用

7

用
は
た
し
か
に「
脱
家
族
化
」お
よ
び「
脱
商
品
化
」し（
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
公
定
価
格

の
も
と
に
あ
り
、
市
場
の
サ
ー
ビ
ス
商
品
と
は
な
ら
な
い
た
め
）、
貨
幣
費
用
も
ま
た
そ
の

多
く（
保
険
料
に
加
え
て
介
護
保
険
財
源
の
二
分
の
一
が
税
に
よ
る
負
担
だ
か
ら
、
そ
の
九
割
ま

で
）が
脱
家
族
化
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
労
働
費
用
の
分
配
に
は
、
国

家
セ
ク
タ
ー
、
市
民
セ
ク
タ
ー
、
市
場
セ
ク
タ
ー
の
選
択
肢
が
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
三
つ
の
セ
ク
タ
ー
で
は
、
介
護
保
険
の
も
と
で
公
定
価
格
を
定
め
ら

れ
た
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
左
右
さ
れ
な
い
が
、
他
方
、
労

働
力
は
労
働
市
場
の
も
と
で
セ
ク
タ
ー
間
を
移
動
す
る
た
め
に
、
結
果
と
し

て
賃
金
は
平
準
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
労
働

0

0

は
商
品
で

は
な
い
が
、
労
働
力

0

0

0

は
商
品
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
労
働
力
の
供
給
が

相
対
的
に
潤
沢
な
と
こ
ろ
で
は
、
労
働
力
市
場
に
お
け
る
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の

賃
金
水
準
は
、
高
い
ほ
う
に
で
は
な
く
、
低
い
ほ
う
に
平
準
化
さ
れ
る
傾
向

に
あ
り
、
事
実
そ
の
と
お
り
の
事
態
が
進
行
し
て
い
る
。
さ
ら
に
市
民
セ
ク

タ
ー
で
は
、
無
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
ケ
ア
の
提
供
も
あ
る
か
ら
、
こ

の
場
合
は
、
貨
幣
費
用
を
誰
も
負
担
し
な
い
不
払
い
の
労
働
が
、
市
民
セ
ク

タ
ー
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
が
ケ
ア
の
労
働
力
市

場
に
お
け
る
価
格
破
壊
に
つ
な
が
る
可
能
性
は
、
た
や
す
く
予
想
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
ケ
ア
の
費
用
配
分
に
は
、
支
払
わ
れ
な
い
私
的
労
働
か
ら
、

支
払
わ
れ
る
市
場
労
働
と
非
市
場
労
働
、
さ
ら
に
支
払
わ
れ
な
い
非
市
場
労

働
ま
で
、
多
様
性
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
ケ
ア
の
費
用
の
分
配
問
題
に
は
、

こ
れ
ら
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
を
説
明
可
能
な
枠
組
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
関
心
は
、
比
較
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
そ
の
も
の
に
は
な
い
。「
ケ
ア

❖
12 

も
っ
と
も
、
こ
の
た
め
に
妻
を
こ
れ
ま
で
養
っ
て
き
た
の
だ（
先
行
投
資
?
）、
と
い
う
言
い

分
も
夫
の
側
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
介
護
適
齢
期
に
専
業
主
婦
で
あ
る
こ
と
は
、

リ
ス
ク
の
高
い
選
択
で
あ
る
こ
と
は
、
5
章
の
家
族
介
護
者
の
生
活
史
分
析
で
も
証
明
さ
れ
て

い
る
。

❖
13 

介
護
で
は
な
い
が
、
育
児
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
を
実
現
し
て
い
る
の
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

両
親
保
険
で
あ
る
。
つ
ま
り
育
児
休
業
中
は
、
貨
幣
費
用
は
国
家
か
ら
、
労
働
費
用
は
親
が
負
担

し
て
い
る
。
休
業
期
間
以
降
に
公
設
の
保
育
所
に
預
け
た
と
す
れ
ば
、
貨
幣
費
用
も
労
働
費
用
も

（
部
分
的
に
）国
家
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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セ
ン
の
い
う
ケ
ア
の「
脱
商
品
化
」と「
脱
家
族
化
」

は
、
べ
つ
な
言
葉
で
言
う
と「
ケ
ア
の
社
会
化
」と
呼
ん
で
も
よ
い
。
こ
れ
ま

で
ケ
ア
の
社
会
化
に
は
、「
市
場
化
」オ
プ
シ
ョ
ン
と「
非
市
場
化
」オ
プ
シ
ョ

ン
の
ふ
た
つ
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、「
社
会
化
」を「
脱
家
族
化
」

と「
脱
商
品
化
」の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
理
解
し
、
公
的
セ
ク
タ
ー
に
官
セ
ク

タ
ー
に
加
え
て
協
セ
ク
タ
ー
も
含
め
、
市
場
セ
ク
タ
ー
を
こ
れ
に
付
け
加
え

る
こ
と
で
、
こ
れ
以
降
、
本
書
で
提
示
し
た
四
元
図
式
に
し
た
が
っ
て
、
官

／
民
／
協
／
私
の
費
用
分
担
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

さ
ら
に
ケ
ア
の
費
用
を
貨
幣
費
用
と
労
働
費
用
に
分
割
す
れ
ば
、「
ケ
ア

の
社
会
化
」に
は「
ケ
ア
の
貨
幣
費
用
の
社
会
化
」と「
ケ
ア
の
労
働
費
用
の
社

会
化
」の
ふ
た
つ
の
次
元
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
書
で
は
こ
れ
ま
で
主

と
し
て「
ケ
ア
」と
い
う
名
で「
ケ
ア
ワ
ー
ク
」す
な
わ
ち
労
働
費
用
を
扱
っ

て
き
た
た
め
に
、
後
者
に
問
題
を
限
定
す
る
。
だ
が
本
書
の
最
後
に「
ケ
ア

の
貨
幣
費
用
の
分
配
問
題
」に
還
っ
て
く
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
と
い
う

の
も
、「
ケ
ア
の
貨
幣
費
用
」問
題
と
は
、「
誰
が
、
い
く
ら
ケ
ア
ワ
ー
ク
に

支
払
う
の
か
?
」そ
し
て「
ど
の
よ
う
に
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
値
段
が
決
ま
る
の

か
?
」と
い
う
問
い
が
、
そ
の
核
心
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ア
の
社
会
化
の
う
ち
、
本
書
は
と
り
わ
け
協
セ
ク
タ
ー
に
注
目
し
て
理

論
的・経
験
的
分
析
を
試
み
る
が
、
そ
れ
に
は
以
下
の
理
由
が
あ
る
。

ケ
ア
の
社
会
化
と
協
セ
ク
タ
ー
の
役
割

8

官
と
協
と
を
区
別
し
、（
3
）私
的
領
域
を
民
と
私
と
に
区
別
し
た
う
え
で
、

（
4
）か
つ
相
互
関
係
を
と
も
な
わ
な
い
究
極
の
個
人
的
な「
自
助
」を
こ
れ
か

ら
除
外
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
官
／
民
／
協
／
私
の
四
元
図
式
が
成
立
す
る
。

官
／
民
／
協
／
私
の
四
つ
の
セ
ク
タ
ー
は
、
相
互
行
為
と
し
て
の
ケ
ア
が

成
り
立
つ
場
に
与
え
ら
れ
た
分
類
で
あ
り
、
ケ
ア
の
受
け
手
と
与
え
手
は
、

登
場
す
る
領
域
に
よ
っ
て
異
な
る
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を

表
示
し
た
も
の
が
、
表
2
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ケ
ア
関
係
の
発
生
す
る
領
域

に
応
じ
て
、
ケ
ア
の
受
け
手
が
、
措
置
の「
対
象
者
」と
も
、
ケ
ア
商
品
の

「
消
費
者
」と
も
な
り
、
ま
た
家
族
と
も
な
る
よ
う
に
、
ケ
ア
の
与
え
手
も
ま

た
、
家
族
介
護
者
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
事
業
体
に
雇
用
さ
れ
る
ケ
ア
ワ
ー

カ
ー
ま
で
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
と
な
り
う
る
。
た
と
え
人
格
的
に
ケ
ア
の
与

え
手
と
ケ
ア
の
受
け
手
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
領
域
が
変
わ
れ
ば
、
ケ
ア
関

係
は
同
じ
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
四
元
図
式
の
も
と
の
福
祉
多
元
社
会
で
は
、
家
族
介
護
も

ま
た
多
元
的
な
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
ま
た
国
家
だ
け
が
排
他
的
な
福

祉
の
ア
ク
タ
ー
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
四
つ
の
領
域
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
担
と

協
力
を
し
な
が
ら「
最
適
混
合optim

al m
ixture

」を
達
成
す
れ
ば
よ
い
こ

と
に
な
る
。

福
祉
多
元
社
会
の
最
適
混
合
と
は
、
し
た
が
っ
て
私
的
介
護
が
な
く
な

る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。 

デ
イ
リ
ー
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば「
完
全
に
私
的

w
holly private

」な
ケ
ア
か
ら「
部
分
的
に
公
的partially public

で
か
つ

部
分
的
に
私
的partially private

」な
ケ
ア
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
こ
と
に
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は
、
サ
ー
ビ
ス
商
品
の
市
場
化
が
、
そ
の
需

要
供
給
バ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、
市
場
選
択

を
通
じ
て
質
的
に
も
淘
汰
さ
れ
る
、
と
市
場

の
効
果
を
楽
観
し
て
き
た
。
つ
ま
り
ケ
ア
と

い
う
サ
ー
ビ
ス
商
品
に
つ
い
て
も
他
の
商
品

と
同
じ
く
、
価
格
と
ク
オ
リ
テ
ィ
と
が
連
動

す
る（
カ
ネ
さ
え
出
せ
ば
よ
い
ケ
ア
が
得
ら
れ
る
）と
期

待
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
そ
う
な
ら
な
か
っ

た
。
日
本
に
お
け
る
シ
ル
バ
ー
産
業
約
三
〇

年
の
歴
史
は
、
ケ
ア
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
商
品

に
は
市
場
淘
汰
が
働
か
な
い
こ
と
を
証
明
し

た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
?

公
的
福
祉
が
一
部
の
救
貧
策
に
し
か
な
ら

な
い
と
こ
ろ
で
は
、
自
助
能
力
を
持
つ
と
さ

れ
る
中
産
階
級
の
高
齢
者
た
ち
は
、
在
宅
で

家
政
婦
や
看
護
師
を
雇
う
だ
け
の
資
力
が

な
け
れ
ば
、
あ
と
は
受
益
者
負
担
の
も
と

に
ケ
ア
つ
き
の
民
間
有
料
老
人
ホ
ー
ム
へ

入
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
有
料
ホ
ー
ム
に
は
、
入
居
金
が
数
千
万

円
を
超
え
る
よ
う
な
高
級
物
件
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
富
裕
層
向
け

の
施
設
で
さ
え
、
要
介
護
状
態
に
な
っ
た
重
度
の
高
齢
者
た
ち
が
、
管
理

的
な
介
護
や
抑
制・拘
束
の
よ
う
な
虐
待
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
、
大
熊
一

夫
の
よ
う
な
果
敢
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
取
材
で
明
ら
か
に
な
っ
た14

❖

。
吉

岡
充
と
田
中
と
も
江
の『
縛
ら
な
い
看
護
』﹇1999

﹈は
、
ほ
と
ん
ど
の
介
護
労

働
者
が
す
す
ん
で
か
や
む
な
く
か
を
問
わ
ず
、
利
用
者
の
拘
束
や
抑
制
を

経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。
ベ
ッ
ド
か
ら
の
転

落
や
車
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
起
き
る
転
倒
の
よ
う
な
事
故
防

止
を
名
目
に
、
手
足
を
縛
っ
た
り
腰
を
ベ
ル
ト
で
拘
束
す
る
、
高
齢
者
施

設
で
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
抑
制
は
、
こ
れ
ま
で「
本
人
の
た
め
」に
や

む
を
え
な
い
措
置
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
は
介
護
の
人
手
を「
節

約
」す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
高
齢
者
の
人
権
に
注
目
が
集
ま
る

に
つ
れ
、
身
体
拘
束
や
行
動
抑
制
は「
虐
待
」の
一
種
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
同
様
に
徘
徊
す
る
認
知
症
の
高
齢
者
を
、
鍵
の
か
か
る
部
屋
に

閉
じ
こ
め
た
り
、
投
薬
に
よ
っ
て
行
動
抑
制
す
る
こ
と
も「
虐
待
」に
あ
た

る
。
施
設
が
有
料
か
ど
う
か
、
そ
の
価
格
が
高
価
か
否
か
に
、
こ
の
よ
う
な

第
一
に
、
ケ
ア
の
市
場
化
オ
プ
シ
ョ
ン
が
の
ぞ
ま
し
く
な
い
、
と
考
え
る

積
極
的
な
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
で
は
日
本
型
福
祉
社
会
の
か
け

声
の
も
と
、「
民
活
」こ
と
民
間
活
力
の
導
入
の
名
の
下
に
、
シ
ル
バ
ー
産

業
の
成
長
を
促
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
自
由
主
義
的
な
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト

表2　各セクターとケア関係

ケアの与え手 ケアの受け手 ケア関係
官 （準）公務員 対象者 措置関係
民 ケア労働者 消費者 商品交換関係
協 ケア労働者／ボランティア 利用者 協働関係
私 家族介護者 要介護家族 世話－依存関係

❖
14 
大
熊
一
夫
は
、
体
当
た
り
潜
入
ル
ポ『
ル
ポ
　
精
神
病
棟
』﹇
大
熊1973, 1985

﹈で
有
名
だ
が
、

の
ち
に
高
級
老
人
ホ
ー
ム
に
潜
入
し
た『
ル
ポ
　
老
人
病
棟
』﹇
大
熊1988

﹈を
著
し
、
高
齢
者
の
拘

束
の
実
態
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た﹇
大
熊1992

﹈。
家
族
を
配
慮
し
て
事
故
防
止
を
専
一
に
優
先
す

る
有
料
ホ
ー
ム
で
、
高
級
ホ
テ
ル
の
よ
う
な
外
観
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上
の
よ
う
な
利
用
者
の

管
理
や
虐
待
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
熊
ら
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
。
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る
。
サ
ー
ビ
ス
商
品
も
商
品
で
あ
る
以
上
、
原
価
に
対
し
て
利
潤
率
が
加
算

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
い
う
原
価
と
は
人
件
費
率
の
こ
と
を
さ
す
。

原
価
率
を
抑
え
れ
ば
利
潤
率
は
上
が
る
が
、
そ
れ
は
当
然
人
件
費
の
抑
制
を

意
味
す
る
。
と
な
れ
ば
個
々
の
労
働
者
の
雇
用
コ
ス
ト
を
抑
制
す
る
ほ
か
経

営
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
上
げ
る
方
法
は
な
い
。
も
っ
と
あ
か
ら
さ
ま
に
言
え

ば
、
サ
ー
ビ
ス
労
働
者
が
稼
ぎ
出
し
た
報
酬
か
ら
ピ
ン
ハ
ネ
す
る
ほ
か
に
、

経
営
者
が
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
非
営
利
セ
ク
タ
ー
で

あ
れ
ば（
経
営
コ
ス
ト
の
負
担
を
除
い
て
）こ
の
よ
う
な
不
当
な
搾
取
を
経
験
せ
ず
に

す
む
。

わ
た
し
は
官
／
民
／
協
／
私
の
四
つ
の
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
ケ
ア
の
プ
ロ

バ
イ
ダ
ー
が
民
セ
ク
タ
ー
に
属
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
市
場
に
依
存
す
る
オ

プ
シ
ョ
ン
を
避
け
た
ほ
う
が
よ
い
と
か
ね
て
よ
り
考
え
て
き
た
が
、
そ
れ
は

以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
介
護
保
険
が

始
ま
っ
て
み
る
と
、
民
間
営
利
企
業
の
う
ち
に
は
、
採
算
性
に
合
わ
な
い
た

め
に
短
期
間
で
事
業
所
を
撤
退
す
る
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
。
営
利
企
業
の
存

在
理
由
は
利
潤
の
最
大
化
で
あ
り
、
赤
字
経
営
は
株
主
に
対
す
る
損
害
に
な

る
。
採
算
が
合
わ
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
事
業
を
整
理
す
る
の
は
営
利
企

業
に
と
っ
て
は
当
然
の
選
択
だ
が
、
待
っ
た
な
し
の
利
用
者
と
そ
の
家
族
は
、

翌
日
か
ら
た
だ
ち
に
困
窮
に
お
ち
い
る
。
高
齢
者
の
命
と
健
康
を
守
る
と
い

う
責
任
の
と
も
な
う
事
業
を
、
私
益
追
求
の
営
利
法
人
に
委
ね
る
の
は
適
切

で
は
な
い16

❖
。

そ
れ
な
ら
文
字
通
り
の
公
共
団
体
、
す
な
わ
ち
地
方
政
府
と
中
央
政
府
を

対
応
が
関
与
し
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。
清
潔
さ
や
外
観
だ
け
で
は
ケ

ア
の
質
の
判
定
は
で
き
な
い
。
利
用
者
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
に
の
ぞ
ま
し

い
ケ
ア
は
、
高
い
料
金
を
支
払
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
手
に
入
る
わ
け
で
は

な
い
。

そ
の
理
由
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
受
益
者
と
購
入
者
が
異
な
る
、
ケ
ア
と
い
う

商
品
の
特
異
性
に
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
意
思
決
定
者
、
と
言
い
換
え

た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
本
人
の
費
用
負
担
で
入
居
し
て
い

て
も
、
重
度
の
要
介
護
者
の
場
合
、
そ
の
意
思
決
定
を
家
族
が
お
こ
な
う
場

合
が
多
い
。
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の「
受
益
者
」と
は
、
高
齢
者
本
人
な
の
か
、
そ

れ
と
も
そ
の
家
族
な
の
か
、
つ
ね
に
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
家
族

に
と
っ
て
は
介
護
負
担
か
ら
免
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
施
設
か
ら
家
に
帰
さ

な
い
こ
と
が
、
最
大
の
サ
ー
ビ
ス
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
事
業
者
は
利
用
者

よ
り
利
用
者
家
族
の
顔
色
を
見
て
い
る
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
は
費
用
負
担
の
意

思
決
定
を
す
る
消
費
者
、
す
な
わ
ち
家
族
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
と
な
り
が
ち

で
あ
る15

❖

。
ま
た
他
に
選
択
肢
の
多
く
な
い
現
状
で
は
、
高
額
の
入
居
金
を
支

払
っ
た
後
に
、
利
用
者
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。
そ
れ
が
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
商
品
の
市
場
淘
汰
を
困
難
に
し
て
い
る
。

ケ
ア
の
与
え
手
に
つ
い
て
は
ど
う
か
?　
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
労
働
集
約
型

の
産
業
だ
か
ら
、（
1
）在
庫
調
整
が
き
か
ず（
消
費
さ
れ
る
そ
の
時・そ
の
場
で
生
産

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）、（
2
）規
模
の
メ
リ
ッ
ト
が
働
か
な
い（
た
く
さ
ん
サ
ー
ビ

ス
を
供
給
す
る
か
ら
と
い
っ
て
利
潤
率
が
上
が
る
と
は
限
ら
な
い
）。
し
た
が
っ
て
大
量
生

産
や
機
械
化
に
よ
る
労
働
生
産
性
の
向
上
が
期
待
で
き
な
い
産
業
分
野
で
あ
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だ
が
こ
の
よ
う
な
官
セ
ク
タ
ー
の
経
営
も
、
介
護
保
険
下
の
独
立
採
算
制
の

も
と
で
は
も
は
や
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
。
の
ち
に
検
証
す
る
が
、
官
／
民

／
協
の
セ
ク
タ
ー
間
の
経
営
コ
ス
ト
比
較
で
は
、
官

＜

民

＜

協
の
順
番
に
高

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、（
1
）私
的
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
選
択
の
自
由
に
加
え

て
、（
2
）ケ
ア
の
社
会
化
に
つ
い
て
は
市
場
化
オ
プ
シ
ョ
ン
を
避
け
る
こ
と

が
の
ぞ
ま
し
く
、（
3
）ケ
ア
費
用
に
つ
い
て
は
国
家
化
が
、（
4
）ケ
ア
労
働

に
つ
い
て
は
協
セ
ク
タ
ー
へ
の
分
配
が
、
福
祉
多
元
社
会
の「
最
適
混
合
」に

つ
い
て
の
現
時
点
で
の
最
適
解
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

「
最
適
混
合
」と
は
便
利
な
言
葉
だ
が
、
そ
の
実
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
マ

ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
。「
最
適
混
合
」の
解
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
介
護

コ
ス
ト
の
領
域
間
の
分
配
問
題
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
何

が
、
誰
に
と
っ
て「
最
適
」な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
争
点
が
成
り
立
つ
だ

ろ
う
。
再
生
産
費
用
の
分
配
問
題
を
め
ぐ
っ
て『
家
父
長
制
と
資
本
制
』﹇
上
野

1990; 2009d

﹈が
書
か
れ
た
よ
う
に
、
介
護
費
用
の
分
配
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も

含
む
官
セ
ク
タ
ー
は
ど
う
か
?　
た
し
か
に
公
益
性
を
持
っ
て
い
る
と
は
言

え
る
が
、
官
セ
ク
タ
ー
が
担
っ
て
き
た
公
的
福
祉
は
、
5
章
で
述
べ
た
よ
う

に
、「
措
置
」と
い
う
名
の
温
情
主
義
と
ス
テ
ィ
グ
マ
化
を
と
も
な
っ
て
い

た
。「
お
上
の
お
世
話
に
な
る
」と
い
う
こ
の
ス
テ
ィ
グ
マ
性
は
、
今
日
で
も

介
護
保
険
の
利
用
者
の
あ
い
だ
に
す
ら
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
車
両
が
自
宅
前
に
停
ま
る
こ
と
を
忌
避
す
る
感
情
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
自
治
体
の
公
共
事
業
に
は
、
こ
れ

ま
で
も
経
営
コ
ス
ト
意
識
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
出
来
高
払
い
制
の
介
護

保
険
が
導
入
さ
れ
た
と
き
、
多
く
の
官
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
は
と
ま
ど
い
を

見
せ
た
。
各
地
の
社
会
福
祉
協
議
会
の
よ
う
な
官
製
の
事
業
体
の
な
か
に
は

介
護
保
険
に
参
入
す
べ
き
か
ど
う
か
議
論
を
重
ね
て
参
入
を
見
送
っ
た
例
や
、

参
入
後
し
ば
ら
く
し
て
撤
退
し
た
例
も
あ
る
と
聞
く
。

ケ
ア
の
与
え
手
に
と
っ
て
は
、
官
セ
ク
タ
ー
の
雇
用
は
有
利
だ
っ
た
と
言

え
る
、
少
な
く
と
も
介
護
保
険
ま
で
は
。
社
協
や
公
社
の
職
員
は
公
務
員
に

準
ず
る
待
遇
を
受
け
、
雇
用
保
障
の
み
な
ら
ず
各
種
の
保
険
保
障
も
同
様
に

享
受
し
て
い
た
か
ら
、
有
利
な
雇
用
機
会
と
し
て
募
集
に
は
高
い
倍
率
の
応

募
者
が
あ
り
、
採
用
さ
れ
た
雇
用
者
は
羨
望
の
対
象
と
な
っ
た
。
民
間
の
ケ

ア
ワ
ー
カ
ー
と
比
べ
て
労
働
条
件
が
は
る
か
に
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
そ
の
こ
と
は
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
単
価
を
お
し
あ
げ
る
結
果
に
な
る
。

経
営
コ
ス
ト
に
無
頓
着
な
自
治
体
直
営
事
業
や
コ
ス
ト
を
斟
酌
し
な
い
で
す

む
官
製
団
体
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
経
営
は
維
持
で
き
な
い
ば
か
り
か
、

同
じ
よ
う
な
条
件
下
で
競
争
す
る
民
間
事
業
体
に
と
っ
て
は
圧
迫
に
な
る
。

❖
15 

ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
育
児
の
場
合
も
介
護
の
場
合
も
、
当
事
者
の
利
益
の
代
弁
を
当
事
者

以
外
の
ア
ク
タ
ー
が
お
こ
な
う
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
た
め
、「
誰
に
と
っ
て
の
サ
ー
ビ
ス
な
の

か
」が
つ
ね
に
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は 

中
西・
上
野
の
共
著『
当
事
者
主
権
』

﹇2003

﹈を
参
照
。

❖
16 

同
様
に
病
院
や
学
校
な
ど
、
公
益
性
の
高
い
事
業
は
、
株
式
会
社
の
よ
う
な
営
利
企
業
の

経
営
に
委
ね
る
の
は
適
切
で
な
い
。
質
の
管
理
が
む
づ
か
し
い
だ
け
で
な
く
、
倒
産
や
統
廃
合
に

よ
っ
て
、
利
用
者
が
重
大
な
打
撃
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
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次
章
以
降
、
こ
の
福
祉
多
元
社
会
の
う
ち
、
協
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
サ
ー

ビ
ス
の
受
け
手
と
与
え
手
の
相
互
行
為
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し

よ
う
。
本
書
の
拠
っ
て
立
つ「
当
事
者
主
権
」の
立
場
か
ら
は
、
協
セ
ク
タ
ー

の
ケ
ア
実
践
に
と
り
わ
け
注
目
す
る
た
め
で
あ
る
。

問
い
と
答
が
成
り
立
つ
。
そ
の
な
か
に
は
分
配
正
義
を
め
ぐ
る
規
範
問
題
だ

け
で
な
く
、
政
策
論
的
、
制
度
設
計
的
な
問
題
意
識
も
含
ま
れ
る
。
そ
し
て

わ
た
し
が「
再
生
産
費
用
の
分
配
問
題
」を
解
い
た
八
〇
年
代
に
比
べ
て
、
歴

史
的
に
も
経
験
的
に
も
、
ケ
ア
の
ア
ク
タ
ー
は
は
る
か
に
多
様
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
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日
本
で
は
二
〇
〇
〇
年
四
月
以
降
、
限
定
つ
き
で
は
あ
る
が
、
高
齢
者
介

護
に
公
的
責
任
を
認
め
た
介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
で
、
ケ
ア
を
め

ぐ
る
環
境
条
件
が
い
ち
じ
る
し
く
変
わ
っ
た
。
介
護
保
険
は
ド
イ
ツ
を
モ
デ

ル
と
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
、
他
の
ど
こ
の
社
会
に
も
な
い
日
本
に

独
自
の
制
度
で
あ
り
、
そ
の
も
と
で
ケ
ア
の
実
践
経
験
が
す
で
に
一
〇
年
に

わ
た
っ
て
蓄
積
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
世
界
的
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
介

護
保
険
下
の
日
本
の
ケ
ア
実
践
は
す
で
に
、
外
国
か
ら
学
ぶ
も
の
で
あ
る
よ

り
、
外
国
へ
と
情
報
発
信
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

介
護
保
険
施
行
前
夜
か
ら
、
官
／
民
／
協
／
私
の
最
適
混
合
の
う
ち
、
わ

た
し
は
と
り
わ
け
協
セ
ク
タ
ー
の
果
た
す
役
割
に
高
い
期
待
を
持
っ
て
き
た
。

協
セ
ク
タ
ー
の
非
営
利
市
民
事
業
体
の
な
か
で
も
、
生
協
の
福
祉
事
業
に
関

心
を
持
っ
て
担
い
手
と
の
共
同
研
究
を
含
む
一
連
の
調
査
研
究
を
手
が
け
て

は
じ
め
に

1

き
た
。

そ
の
調
査
研
究
は
以
下
の
三
次
に
わ
た
っ
て
い
る1

❖

。

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
福
祉
連
帯
基
金
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

研
究
会
に
よ
る
共
同
研
究

市
民
事
業
体
と
参
加
型
福
祉

第
10
章

❖
1 

そ
れ
ぞ
れ
報
告
書﹇
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
会2000a, 

2000b; 

上
野2002; 

東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
福
祉
連
帯
基
金2001; 

東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・
建
築
学
研
究
室2006

﹈は
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
の
本
論
に
は

公
刊
さ
れ
て
い
な
い
一
次
資
料
も
採
用
す
る
。
調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
章
以
降
で
説
明
す
る
。

ま
た
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
一
九
九
九
‐
二
〇
〇
一
年
の
三
年
次
に
わ
た
る
ユ
ニ
ベ
ー
ル
財
団
の

研
究
助
成「
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
市
民
事
業
化
―
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
新
し
い
展
開

の
可
能
性
を
求
め
て
」、
二
〇
〇
一
‐
二
年
度
に
わ
た
る
文
科
省
科
研
費
基
盤
研
究「
地
域
福
祉
の

構
築
」（
代
表
上
野
千
鶴
子
）、
二
〇
〇
四
‐
七
年
度
に
わ
た
る
同
じ
く
科
研
費
基
盤
研
究「
ジ
ェ
ン

ダ
ー・福
祉・環
境
お
よ
び
多
元
主
義
に
関
す
る
公
共
性
の
社
会
学
的
総
合
研
究
」（
代
表
上
野
千
鶴

子
）を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
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「
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
会
レ
ポ
ー
ト　
’99
」

　
「
思
い
か
ら
自
立
へ　
ワ
ー
カ
ー
ズ
の
挑
戦
」

第
一
次
団
体
お
よ
び
ワ
ー
カ
ー
調
査 

1998-2000

東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
福
祉
連
帯
基
金
に
よ
る

共
同
研
究

　
「
地
域
福
祉
の
構
築
―
地
域
に
根
づ
く
か
ワ
ー
カ
ー
ズ
の
挑
戦
」

第
二
次
利
用
者
調
査 

2001-2002

東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室
に
よ
る
共
同
研
究

　
「
住
民
参
加
型
地
域
福
祉
の
比
較
研
究
」 

2005-2006

以
上
の
経
験
研
究
に
も
と
づ
く
知
見
を
も
と
に
、
ケ
ア
の
実
践
現
場
に
つ

い
て
論
じ
た
い
。
こ
れ
以
降
、「
わ
た
し
た
ち
の
調
査
」と
言
え
ば
、
上
述
の

一
連
の
調
査
を
指
す
も
の
と
す
る
。

官
／
民
／
協
／
私
の
最
適
混
合
も
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
の
ひ
と
つ
だ
が
、
い

わ
ゆ
る
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
を
唱
え
る
論
者
の
問
題
意
識
に
は
、
わ
た
し
自
身

を
含
め
て
協
セ
ク
タ
ー
を
官
と
民
か
ら
分
離
し
て
概
念
化
し
た
い
と
い
う
共

通
の
動
機
が
あ
る
。
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は「
公
で
も
な
く
私
で
も
な
い
」領

域
の
実
践
が
成
熟
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
福
祉
ミ
ッ
ク
ス

論
は
理
論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
現
実
の
変
化
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

参
加
型
福
祉

2

わ
た
し
の
問
題
関
心
も
、
N　
P　
O
や
生
協
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
な
ど
の
非
営
利
組
織
が
担
う「
官（
公
）で
も
な
く
、
民（
私
）で
も
な
い
」第

三
の
領
域
を
概
念
化
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
同
じ
領
域
に
対
し
て
、

「
第
三
セ
ク
タ
ー
」「
市
民
セ
ク
タ
ー
」「
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー・
セ
ク
タ
ー
」な
ど
と

多
様
な
呼
び
方
が
あ
る
が
、「
協
セ
ク
タ
ー
」と
い
う
用
語
法
を
採
用
す
る
理

由
に
つ
い
て
は
、
9
章
で
す
で
に
述
べ
た
。

介
護
保
険
下
に
お
け
る
協
セ
ク
タ
ー
の
貢
献
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
部
門

に
は
、
地
域
福
祉
、
参
加
型
福
祉
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
な
ど
と
呼
ば
れ
て

き
た
領
域
が
あ
て
は
ま
る
。
そ
の
担
い
手
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
営
利
型
、

非
市
場
型
の
公
益
団
体
や
共
助
団
体
、
N　
P　
O
、
生
協
、
農
協
、
高
齢
協
、

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
等
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
を
総
称
し
て「
市
民

事
業
体
」と
い
う
上
位
概
念
を
用
い
よ
う
。

福
祉
に「
市
民
参
加
」と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
持
ち
こ
ん
だ
の
は
、 

京
極
高

宣
が
も
っ
と
も
先
駆
的
な
論
者
の
ひ
と
り
だ
が
、
こ
れ
が「
地
域
福
祉
」と
名

を
変
え
て「
主
流
化
」し
た
と
指
摘
す
る
の
は
、
福
祉
社
会
学
者
の 

武
川
正
吾

で
あ
る
。地

域
福
祉
を
め
ぐ
る
公
共
政
策
の
重
要
な
転
換
点
は
、
二
〇
〇
〇
年

の
社
会
福
祉
法
の
成
立
で
あ
る
。 

﹇ 

武
川2006: 57

﹈

社
会
福
祉
法
成
立
以
前
に
は
、「
地
域
福
祉
」は
法
律
上
の
概
念
と
し
て
は

存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
指
摘
し
た
う
え
で
、 

武
川
は
地
域
福
祉
の
指
標
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に
、
総
合
化
と
住
民
参
加
の
ふ
た
つ
を
あ
げ
る﹇ 

武
川2006: 12-13

﹈。
こ
の
意

味
で
地
域
福
祉
と
は
、
こ
れ
ま
で「
住
民
参
加
型
福
祉
」と
か「
自
治
型
地
域

福
祉
」と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
と
類
義
語
で
あ
る
。

だ
が
、「
住
民
参
加
」の
内
容
は
、
し
だ
い
に
変
化
し
て
き
た
。「
住
民
参

加
は
数
十
年
に
わ
た
っ
て
言
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
中
身
は
次

第
に
変
わ
っ
て
き
た
。
例
え
ば
昔
は
審
議
会
を
置
い
た
り
、
広
報
広
聴
活
動

を
行
っ
た
り
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
立
派
な
住
民
参
加
と
言
え
た
」が
、
今

日
で
は「
計
画
の
策
定
委
員
会
の
な
か
に
個
人
と
し
て
の
公
募
委
員
が
ど
れ

く
ら
い
参
加
し
て
い
る
か
と
か
、
策
定
委
員
会
を
ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で

開
催
し
て
い
る
か
と
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ミ
ー
テ
ィ
ン
グ（
住
民
座
談
会
や
住
民

懇
談
会
）に
対
し
て
ど
れ
く
ら
い
熱
心
か
」と
い
っ
た「
新
し
い
形
で
の
住
民
参

加
」を
あ
げ
る2

❖

﹇ 

武
川2006: 5

﹈。
だ
が
、 

武
川
の
あ
げ
る「
参
加
」の
事
例
は
い

ず
れ
も
、
意
思
決
定
へ
の
参
加
に
限
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
今
日「
住
民
参
加
型
福
祉
」と
い
え
ば
、
有
償・
無
償
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
に
非
営
利
型
の
民
間
団
体
が
参
加
す
る
こ
と
を
指
す
場

合
が
多
い3

❖

﹇ 

村
田・ 小
林2002

﹈。

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
け
る
住
民
主
体
に
よ
る
民
間
非
営
利
在
宅
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
研
究
委
員
会
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
住
民
参
加
型
福
祉

サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る「
住
民
参
加
」と
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る﹇ 

朝
倉

2002: 43-44

﹈。

（
1
） 有
償
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
が
な
い
と
で
き
な

い
活
動
で
も
あ
り
、
高
い
価
値
観
、
精
神
性
を
必
要
と
す
る
。

（
2
） あ
る
局
面
で
は
住
民
が
担
い
手
で
あ
り
、
あ
る
局
面
で
は
受
け
手
と
な

る「
住
民
相
互
の
助
け
合
い
の
シ
ス
テ
ム
」で
あ
る
。

（
3
） 活
動
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
を
社
会
や
地
域
に
還
元
し
、
組
織
の
た
め
の
利

潤
活
動
を
し
な
い
。

（
4
） 単
な
る
直
接
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く

り
を
志
向
す
る
。
単
に
供
給
体
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
だ
け
で

な
く
、
住
民
が
主
体
的
に
取
り
組
む
活
動
で
あ
り
、「
社
会
福
祉
」を
市

民
、
住
民
に
取
り
戻
す
た
め
の
活
動
で
あ
る
。

❖
2 

た
と
え
ば
介
護
保
険
法
に
は
、
保
険
者
で
あ
る
自
治
体
が
三
年
に
一
度
構
成
す
る「
介
護
保
険

事
業
計
画
策
定
委
員
会
」に
被
保
険
者
代
表
が
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
し
た「
住
民
参
加
の
D　
N　
A
」

が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る（「
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」代
表 

樋
口
恵
子
の
発

言
）。
だ
が
、
多
く
の
自
治
体
に
お
け
る
こ
の
事
業
計
画
策
定
委
員
会
の
実
態
は
、
医
療
、
福
祉

畑
の「
専
門
家
」や「
学
識
経
験
者
」な
ど
の
任
命
委
員
か
ら
な
り
、
公
募
枠
は
な
い
か
、
あ
っ
て
も

二
〇
人
中
三
人
な
ど
と
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
も
公
募
委
員
の
多
く
は
、
家

族
の
会
や
N　
P　
O
系
の
事
業
者
代
表
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
し
て
の
被
保
険
者
代
表
の
発

言
権
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
。「
利
用
者
主
体
」と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、

利
用
者
本
人
、
す
な
わ
ち
要
介
護
当
事
者
の
声
を
聞
く
し
く
み
は
介
護
保
険
の
な
か
に
は
制
度
的

に
保
証
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は「
当
事
者
主
権
」を
論
じ
た
3
章
を
参
照
し
て
ほ
し

い
。
当
事
者
参
加
を
保
証
す
る
に
は
、 

中
西
正
司﹇ 

中
西・上
野2003

﹈ら
が
自
立
生
活 

セ
ン
タ
ー

活
動
を
通
し
て
実
践
し
て
い
る
し
く
み
、
た
と
え
ば
理
事
会
メ
ン
バ
ー
の
過
半
数
を
障
害
当
事
者

に
す
る
と
か
、
代
表
は
必
ず
障
害
当
事
者
に
す
る
な
ど
の
、
制
度
的
な
規
定
が
必
要
と
な
ろ
う
。

❖
3  

村
田
幸
子・ 小
林
雅
彦
編
著
の『
住
民
参
加
型
の
福
祉
活
動
』﹇2002

﹈が「
き
ら
め
く
実
践
例
」

と
し
て
あ
げ
る
の
は
、
そ
う
し
た
事
例
で
あ
る
。
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そ
の
団
体
数
を
把
握
し
て
い
る
。
以
上
の
分
類
の
う
ち
、 

朝
倉
の
関
心
は
生

協
福
祉
に
あ
り
、
彼
女
は
生
協
を「
住
民
参
加
型
福
祉
」の
典
型
例
と
し
て
捉

え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
住
民
参
加
型
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
団
体
の
嚆
矢

を
、
彼
女
は
一
九
八
〇
年
に
設
立
さ
れ
た「
武
蔵
野
福
祉
公
社
」と
す
る
。
だ

が
、
こ
の
分
類
で
は
、
わ
た
し
な
ら
官
セ
ク
タ
ー
に
分
類
す
る
よ
う
な
行
政

主
導
の
団
体
や
社
会
福
祉
協
議
会
等
も
含
ま
れ
て
お
り
、
官
と
協
と
の
境
界

が
明
ら
か
で
な
い
。
旧
来
型
の「
第
三
セ
ク
タ
ー
」を
協
セ
ク
タ
ー
に
含
め
る

こ
と
に
多
く
の
論
者
が
抵
抗
を
示
す
よ
う
に
、
福
祉
公
社
を「
住
民
参
加
型
」

と
呼
ぶ
の
は
概
念
の
濫
用
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う4

❖

。
一
〇
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
官
出

資
の
福
祉
公
社
は
、
自
治
体
の
管
理
下
に
あ
り
、
職
員
は
公
社
と
雇
用
関
係

に
あ
る
準
公
務
員
待
遇
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
理
念
上
は
協
セ
ク
タ
ー
に

あ
る
社
会
福
祉
協
議
会
や
、
社
会
福
祉
法
人
の
よ
う
な
公
益
団
体
も
、
措
置

時
代
の
長
い
歴
史
を
背
負
っ
て
お
り
、
新
し
く
登
場
し
た
協
セ
ク
タ
ー
の
担

い
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
う
し
た
分
類
は
現
実
の
後

を
追
い
か
け
る
帰
納
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
八
〇
年
代
、

九
〇
年
代
に
多
様
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
主
体
が
育
つ
こ
と
を
通
じ
て
、
官

と
協
と
の
棲
み
分
け
を
論
じ
る
こ
と
が
、
現
実
の
変
化
に
よ
っ
て
よ
う
や
く

可
能
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

介
護
保
険
施
行
後
の
厚
生
労
働
省
の
開
設
主
体
別
事
業
所
分
類
は
、（
1
）

地
方
公
共
団
体
、（
2
）公
的・
社
会
保
険
関
係
団
体
、（
3
）社
会
福
祉
法
人
、

（
4
）医
療
法
人
、（
5
）社
団・
財
団
法
人
、（
6
）協
同
組
合
、（
7
）営
利
法

人（
会
社
）、（
8
）非
営
利
法
人（
N　
P　
O
）（
9
）そ
の
他
、
の
九
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

（
5
） 従
来
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
が
供
給
し
て
い
た
画
一
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
枠
を

越
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
柔
軟
、
か
つ
、
即
時
に
対
応

で
き
る
最
適
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
で
き
る
。

住
民
参
加
型
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
主
と
し
て
在
宅
福
祉
に
集
中
す
る
の
は
、

施
設
福
祉
に
は
、
一
定
規
模
以
上
の
施
設・設
備
や
雇
用
者
の
配
置
、
社
会

福
祉
法
人
格
な
ど
の
厳
し
い
認
可
条
件
が
あ
り
、
初
期
投
資
が
大
き
い
た
め

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
在
宅
サ
ー
ビ
ス
は
労
働
集
約
型
で
、
オ
フ
ィ
ス
と

電
話
さ
え
あ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
初
期
投
資
を
必
要
と
し
な
い
た
め
に
、
多
く
の

市
民
参
加
型
の
事
業
体
に
と
っ
て
は
参
入
の
敷
居
の
低
い
分
野
で
あ
っ
た
。

し
か
も
N　
P　
O
法
以
前
に
は
、
こ
れ
ら
の
資
金
、
資
格
、
ノ
ウ
ハ
ウ
と
も
に

基
礎
体
力
の
弱
い
市
民
事
業
体
が
法
人
格
を
取
得
す
る
可
能
性
は
い
ち
じ
る

し
く
低
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
の
団
体
が
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
在
宅

型
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

 

朝
倉
美
江
に
よ
れ
ば
、
住
民
参
加
型
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
団
体
は
、
一
九 

八
〇
年
代
後
半
か
ら
急
増
し
、
一
九
八
七
年
に
は
一
二
一
団
体
で
あ
っ
た
も

の
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
一
六
七
四
団
体
、
二
〇
〇
四
年
に
は
二
一
二
〇
団

体
に
な
っ
た
。

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
に
よ
れ
ば
、「
住
民
参
加
型
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス

団
体
」を
設
置
者
別
に
、（
1
）住
民
互
助
型
、（
2
）社
協
型
、（
3
）生
協
型
、

（
4
）ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
型
、（
5
）農
協
型
、（
6
）行
政
関
与
型
、

（
7
）社
会
福
祉
施
設
型
、（
8
）フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
ク
ラ
ブ
型
と
分
類
し
、
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「
住
民

0

0

参
加
」か「
市
民

0

0

参
加
」か
、
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
。 

武
川
は
、

「
地
域
福
祉
」が
成
立
し
た
当
初
に
は
、
こ
の
用
語
は「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・オ
ー

ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」と「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ケ
ア
」の
ふ
た
つ
の
概
念
の
影
響
の

も
と
に
あ
っ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
用
語
そ
の
も
の
は「
国
産
の

概
念
」で
あ
り
適
切
な
英
訳
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る﹇ 

武
川2006: 29-

30

﹈。 

岡
村
重
夫﹇1974

﹈は
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ケ
ア
を
そ
の
語
源
と

す
る
が
、
そ
の
訳
語
を「
地
域
福
祉
」と
す
る
か
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
」と

す
る
か
に
も
、
論
者
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
。

大
別
す
れ
ば
、「
地
域
福
祉
」と「
住
民
参
加
」と
い
う
用
語
系
を
用
い
る
論

者
と
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
」と「
市
民
参
加
」と
い
う
用
語
系
を
用
い
る
論

者
が
あ
り
、
そ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
似
た
よ
う
な
概
念
を
め
ぐ
っ
て
温

度
差
が
あ
る
。
N　
P　
O
関
係
の
論
者
に
は
前
者
が
多
く
、
生
協
系
の
論
者
は

後
者
で
あ
る
。
ち
な
み
に
代
表
的
な
N　
P　
O
研
究
者
の
ひ
と
り
、 

安
立
清
史

は
、「
地
域
福
祉
」を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・
ケ
ア
と
し
た
う
え
で
、「
住
民
参
加
」

を「
当
事
者
と
専
門
家
や
機
関
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
地
域
福
祉
形
成
過
程

へ
の
、
住
民
や
市
民
の
参
加
」と
両
方
の
用
語
を
併
記
す
る
が
、
ど
ち
ら
か

「
市
民
」か「
住
民
」か

3

な
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち（
6
）協
同
組
合
と（
8
）非
営
利
法
人（
N　
P　
O
）の

ふ
た
つ
が
、「
参
加
型
福
祉
」の
実
質
的
な
担
い
手
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
わ

た
し
が「
協
セ
ク
タ
ー
」の
市
民
事
業
体
と
し
て
具
体
的
に
念
頭
に
置
く
の

も
、
こ
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。
介
護
保
険
施
行
時
の
二
〇
〇
〇
年
に
、
N　
P　
O

の
構
成
比
は
全
事
業
所
の
一
%
に
満
た
な
か
っ
た
が
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
に
限
れ
ば
、
訪
問
介
護
で
二
〇
〇
四
年
度
に
は
四・
七
%
、
二
〇
〇
六
年

度
に
は
五・
三
%
、
通
所
介
護（
デ
イ
ケ
ア
）で
は
そ
れ
ぞ
れ
四・
〇
%
、
五・
五

%
と
急
速
な
成
長
を
示
し
た
。
同
じ
時
期
に
協
同
組
合（
厚
労
省
の
統
計
で
は
生

協
と
農
協
、
高
齢
協
、
労
働
者
生
産
協
同
組
合
等
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が
）は
、
訪
問
介
護

で
二
〇
〇
四
年
度
に
四・二
%
、
二
〇
〇
六
年
度
に
三・六
%
、
通
所
介
護
で

そ
れ
ぞ
れ
一・七
%
、
一・九
%
を
占
め
た
。
と
り
わ
け
N　
P　
O
は
二
〇
〇
六

年
度
に
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護（
い
わ
ゆ
る
シ
ル
バ
ー
ホ
ー
ム
）で
五・
八

%
と
存
在
感
を
示
し
て
お
り
、
他
方
、
協
同
組
合
は
福
祉
用
具
貸
与
事
業

で
三・
三
%
と
シ
ェ
ア
を
維
持
し
て
い
る
。
居
宅
介
護
支
援
事
業
全
体
で
は
、

二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
協
同
組
合
系
は
一
貫
し
て
三
%
台

の
シ
ェ
ア
を
占
め
、
N　
P　
O
は
二・
三
%
か
ら
三・
五
%
へ
と
一・
五
倍
の
伸

び
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
協
セ
ク
タ
ー
の
シ
ェ
ア
は
、
当
初
無
き
に
ひ
と
し
か
っ
た
状

態
か
ら
、
そ
の
存
在
感
を
示
す
と
こ
ろ
に
ま
で
成
長
し
た
。
そ
れ
に
あ
た
っ

て
は
介
護
保
険
が「
追
い
風
」に
な
っ
た
、
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
介
護
保
険

の
成
立
と
協
セ
ク
タ
ー
の
成
長
に
は
強
い
相
互
関
係
が
あ
る
。

❖
4 

こ
う
い
う
概
念
の
濫
用
が
O　
K
な
ら
、
自
治
体
こ
そ
が
住
民
参
加
型
組
織
と
呼
ば
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
。「
住
民
参
加
」が
わ
ざ
わ
ざ
概
念
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
自
治
体
が
そ
れ
自
体

の
利
益
で
動
く
組
織
と
化
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
住
民
と
対
比
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
ら

こ
そ
で
あ
る
。
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与
党
へ
の
配
慮
か
ら
で
あ
っ
た5

❖

。
し
た
が
っ
て
行
政
用
語
に
お
い
て
は「
市

民
参
加
」は
採
用
さ
れ
ず
、「
住
民
参
加
」が
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
う
し
た
文
脈
を
考
え
れ
ば
、「
住
民
参
加
」型「
地
域
福
祉
」と
い
う
用

語
を

―
わ
た
し
自
身
も
実
際
に
使
っ
て
き
た
が

―
無
批
判
に
踏
襲
す
る

こ
と
に
は
留
保
が
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
自
治
型
地
域
福
祉
」を
提
唱
す
る
右
田
紀
久
恵
は
、
も
っ
と
明
確
な
理
由

で「
市
民
」と
い
う
用
語
を
採
用
す
る
。
な
ぜ
な
ら
右
田
に
と
っ
て「
自
治
」の

主
体
は「
市
民
」だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で「
住
民
」を
当
然
の
こ
と
と
し
て
き
た
が
、「
市
民
」概
念
が

歴
史
的
に「
国
家
」と
の
関
係
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
事
実
か
ら
見
て
も
、

今
日
の「
福
祉
国
家
か
ら
福
祉
社
会
へ
」と
い
う
場
合
の「
国
家
」に
対
応

す
る「
社
会
」構
成
員
と
し
て「
市
民
」を
措
定
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。 

﹇
右
田1993; 2005: 36

﹈

武
川
も『
地
域
福
祉
の
主
流
化
』の
副
題
を「
福
祉
国
家
と
市
民
社
会
」と
す

る
。
と
い
う
の
は
、
住
民
と
は
違
い
、
市
民
は
歴
史
的
で
政
治
的
な
用
語
だ

か
ら
で
あ
る
。
概
念
の
歴
史
を
無
視
し
て
こ
れ
を「
住
民
」と
呼
び
変
え
る
こ

と
は
、
脱
政
治
化
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
わ
た
し
は
あ
ら
た
め
て

「
市
民
」の
用
語
を
採
用
し
た
い
。

と
い
え
ば「
市
民
参
加
」に
傾
い
て
い
る﹇
安
立1998: 112, 116

﹈。

他
方
、『
住
民
参
加
型
の
福
祉
活
動
』の
編
者
で
あ
る
村
田
幸
子
と
小
林
雅

彦
は「
住
民
」と
い
う
用
語
を「
多
少
の
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
」採
用
す
る
と
宣

言
す
る﹇
村
田・小
林2002: 4

﹈。
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
現
に
自
分
が
住
ん
で
い

る
地
域
社
会
へ
の
思
い
の
強
さ
や
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
活
動
し
て
い
る
」こ

と
を
重
視
し
た
か
ら
だ
と
い
う
。
武
川
も
、
そ
れ
ま
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形

成
論
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、「
強
い
市
民
」か
ら
な
る「
市
民
社
会
」と「
弱

い
市
民
」か
ら
な
る「
地
域
社
会
」と
を
対
比
し
て
、
前
者
を
欧
米
出
自
の
市

民
社
会
論
を
理
想
化
し
た「
セ
ル
フ・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
虚
構
」﹇
武
川

2006: 62

﹈と
断
じ
る
。
以
上
の
よ
う
な
論
調
の
も
と
で
は
、「
住
民
参
加
」に

比
べ
て「
市
民
参
加
」は
分
が
悪
い
。

こ
れ
に
対
し
て「
市
民
参
加
」を
積
極
的
に
採
用
す
る
の
は
、
生
協
系
の
論

者
で
あ
る
。
生
協
系
の
福
祉
事
業
を
応
援
す
る
京
極
は
以
前
か
ら「
市
民
参

加
」の
用
語
を
採
用
し
て
お
り
、「
地
域
福
祉
」が
用
語
法
と
し
て
主
流
化
し

た
あ
と
も
、
彼
に
は
こ
の
用
語
を
と
り
さ
げ
た
様
子
は
な
い
。「
市
民
」に
は
、

自
立
性
、
都
市
性
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
性
、
し
た
が
っ
て
エ
リ
ー
ト
性
が
あ

る
と
し
て
忌
避
さ
れ
て
き
た
が
、
採
用
す
る
側
に
は
同
じ
理
由
が
肯
定
的
な

要
素
と
な
る
。

考
え
て
み
れ
ば「
市
民
」と
い
う
用
語
を
も
っ
と
も
忌
避
し
て
き
た
の
は
、

保
守
系
の
戦
後
政
治
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か﹇
小
熊2002

﹈。
当
初
、「
市
民

活
動
促
進
法
」と
い
う
名
称
だ
っ
た
N
　P
　O
法
が
、「
市
民
」と
い
う
用
語
を

避
け
て「
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
」と
看
板
を
付
け
替
え
た
の
も
、
保
守
系
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程
度
あ
る
か
を
探
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。

彼
は
町
内
会
と
小
学
校
区
を「
地
域
」の
単
位
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。
人
口

規
模
と
人
口
移
動
の
少
な
い
K
市
は
都
市
型
と
い
う
よ
り
農
村
型
の「
閉
ざ

さ
れ
た
地
域
」だ
と
い
う
が
、
そ
の
調
査
結
果
は「
地
域
」に
お
け
る「
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
方
式
」の
限
界
を
示
し
て
い
る
。 

山
田
が
潜
在
資
源
と
し
て
あ

げ
る
の
は
、
小
学
校
区
ご
と
の
前
期
高
齢
期
無
職
者
お
よ
び
短
時
間
雇
用
者
、

つ
ま
り
退
職
後
男
性
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
の
中
高
年
女
性
が
占
め
る
人
口

比
だ
が
、
こ
れ
ら
の「
人
的
資
源
」が
潜
在
資
源
か
ら
顕
在
化
す
る
た
め
の
条

件
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
彼
の
調
査
そ
の
も
の
が

自
ら
証
明
す
る
結
果
に
な
っ
た
。

そ
れ
以
前
に
、
町
内
会
、
小
学
校
区
を「
地
域
」の
基
礎
単
位
と
す
る「
隣

組
」的
発
想
そ
れ
自
体
が
問
い
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
で
は
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
関
わ
る
た
め
、
字
義
通
り「
近
接
」

し
た
関
係
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
事
実
わ
た
し
た

ち
の
調
査
で
は
、
自
宅
と
隣
接
し
た
デ
イ
ホ
ー
ム
を
避
け
て
、
わ
ざ
わ
ざ
遠

方
に
あ
る
デ
イ
ホ
ー
ム
を
選
択
す
る
事
例
が
あ
っ
た
。
小
規
模
多
機
能
型
デ

イ
ホ
ー
ム
の
先
駆
で
あ
る
富
山
型
ミ
ニ
デ
イ
も
、
い
く
つ
も
類
似
の
事
業
所

が
増
え
て
一
部
の
エ
リ
ア
で
は
市
場
飽
和
状
態
に
あ
る
が
、
複
数
の
選
択
肢

 

武
川
が
も
う
ひ
と
つ「
地
域
福
祉
」の
論
拠
と
す
る
の
は
、「
ロ
ー
カ
リ

テ
ィ
」と「
身
体
性
」で
あ
る
。
そ
れ
は
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
ヴ
ァ
ー

チ
ュ
ア
ル・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
よ
う
に
、
空
間
に
媒
介
さ
れ
な
い「
共
同
性

com
m

unity

」を
過
度
に
強
調
し
て
き
た
昨
近
の
社
会
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

論
へ
の
批
判
で
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
地
域
福
祉
」に
い
う「
地

域
」が
、
空
間
の
共
有
や
場
所
の
近
接
性
の
み
を
契
機
と
し
て
成
り
立
つ
と

短
絡
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
地
域
福
祉
」は
、
空
前
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア・
ブ
ー
ム
と
N　
P　
O
法
を
生
み

出
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
字
義
通
り
の

意
味
で
の
居
住
の
近
接
性
を
意
味
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
た
と
え
ば
も
っ

と
も
被
災
の
大
き
か
っ
た
神
戸
市
長
田
区
で
は
、
倒
壊
し
た
家
屋
か
ら
高
齢

者
を
助
け
出
す
の
に
、「
一
階
の
ど
の
部
屋
で
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
寝
て
い
る
」

と
い
う
情
報
を
隣
家
の
住
人
が
知
っ
て
い
た
た
め
に
、
救
助
が
容
易
だ
っ
た

こ
と
が「
美
談
」と
し
て
語
ら
れ
た
。
だ
が「
困
っ
て
い
る
隣
の
人
を
助
け
た

い
」と
い
う
素 

朴
な
動
機
づ
け
が「
住
民
参
加
型
」の「
地
域
福
祉
」だ
と
、
こ

れ
ま
た
素 

朴
な
理
解
が
横
行
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
や
は
り
留
保
を
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
域
福
祉
の
潜
在
資
源
を
調
べ
る
た
め
に
、  

山
田
誠﹇2005

﹈は
、
鹿
児
島

県
の
中
規
模
の
都
市
K
市
で
平
均
的
な
所
得
の
都
市
住
民
を
対
象
に
、
有
償

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
方
式
に
よ
る
高
齢
者
支
援
を
お
こ
な
う
条
件
が
地
域
に
ど
の

地
域
と
は
何
か

4
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憲
法
学
者 
樋
口
陽
一﹇1985

﹈は
、
日
本
国
憲
法
に
も
地
方
自
治
法
に
も「
市
民
」は
採
用
さ

れ
て
お
ら
ず
、「
住
民
」と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

樋
口
を
援
用
し
て 

右

田
は
戦
後
政
治
の
も
と
で「
公
法
上
の
用
語
と
し
て「
市
民
」が
不
在
」だ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
喚
起

し
て
い
る﹇ 

右
田2005: 36
﹈。
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だ
が
、「
住
民
参
加
」と
い
い
、「
地
域
福
祉
」と
い
う
際
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
福
祉
多
元
社
会
の
な
か
で
、「
家
族
の

失
敗
」お
よ
び「
市
場
の
失
敗
」の
み
な
ら
ず
、「（
中
央
、
地
方
を
問
わ
ず
）政
府
の

失
敗
」も
し
く
は
公
助
の
限
界
を
補
完
す
る
役
割
を
、
協
セ
ク
タ
ー
の
地
域

福
祉
は
期
待
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
全
国
社
協
に
よ
る「
住

民
参
加
型
福
祉
サ
ー
ビ
ス
団
体
」の
分
類
に
は
厚
労
省
の
介
護
保
険
指
定
事

業
所
に
は
含
ま
れ
な
い
種
類
の
事
業
体
、
す
な
わ
ち
有
償・無
償
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
が
含
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば 

堀
内
隆
治﹇2003

﹈は
、「
福
祉
国
家
の
危
機
」を「
克
服
す
る
方
途
」

と
し
て
地
域
福
祉
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
し
、 

右
田
も「
福
祉
国
家
の
ゆ
ら

ぎ
」と「
地
域
福
祉
」を
結
び
つ
け
て
論
じ
る
。「
補
完
性
原
則
」と
呼
ば
れ
る

こ
の
役
割
を
、 

右
田
は
積
極
的
に
評
価
す
る
。

「
補
完
性
原
則
」は（
中
略
）政
府
間
関
係
に
お
い
て
地
方
分
権
を
実
質

化
す
る
方
向
と
原
則
で
あ
り
、
同
時
に
家
族
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
自
助

グ
ル
ー
プ
、
近
隣
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
々
の
中
間
組
織
を「
共
同
体
」と

す
る
原
則
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
原
則
の
積
極
説
に
も
と
づ
き
、
地
域
福

祉
に
お
け
る
公
私
協
働
の
活
性
化
の
指
針
と
し
て
ひ
と
つ
の
意
味
を
有

し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る6

❖

。 

﹇ 

右
田2005: 46

﹈

有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
不
思
議

5

の
な
か
か
ら
利
用
者
が
選
べ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
小
学
校
区
で
さ

え
、
自
由
な
移
動
の
も
と
で
の
学
校
間
競
争
が
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

現
在
、
地
域
包
括
介
護 

セ
ン
タ
ー
か
ら
ミ
ニ
デ
イ
を
一
中
学
校
区
に
ひ
と
つ

と
割
り
当
て
ら
れ
、
利
用
者
に
選
択
肢
が
な
く
な
る
ほ
う
が
も
っ
と
マ
イ
ナ

ス
だ
ろ
う
。

「
隣
人
」と
い
う
概
念
は
、
た
ん
な
る
空
間
的
近
接
を
指
す
よ
り
も
も
っ
と

比
喩
的
な
も
の
で
あ
る
。
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
共
に
す
る
人
々
の

共
同
性
を
前
提
と
す
る「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」を
物
理
的
な
近
接
だ
け
で
捉
え
る

だ
け
で
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
熊
本
県
K
市
で
世
帯
数
一
一
四
の
集
合

住
宅
に
お
け
る
ソ
シ
オ
メ
ト
リ
ー
を
調
査
し
た
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室

﹇2000; 

上
野2002c

﹈の
研
究
に
よ
れ
ば
、
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
設
計

し
た
建
築
家
が
期
待
す
る
よ
う
な
フ
ロ
ア
の
近
接
や
階
段
室
の
共
有
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
同
じ
年
齢
の
子
ど
も
が
い
る
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
の
共
有
に
よ
っ
て
、
階
や
棟
を
越
え
て
成
立
し
て
い
た
。

「
地
域
福
祉
」の
名
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
数
多
く
の
実
践
例
は
、

通
常
の
近
隣
空
間
の
範
囲
を
越
え
る
。
す
な
わ
ち
居
住
の
近
接
性
だ
け
で
は

説
明
で
き
な
い
選
択
性
の
高
い「
共
同
性com

m
unity

」が
成
立
し
て
お
り
、

そ
れ
が
人
口
数
万
を
擁
し
、
数
平
方
キ
ロ
の
拡
が
り
を
持
つ
空
間
に
分
散
し

て
い
る
。「
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
」や「
身
体
性
」も
そ
の
規
模
で
捉
え
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の「
参
加
型
福
祉
」は
、
わ
た
し
が
か
つ
て
提
唱
し
た「
選
択
縁
」の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ﹇
上
野1988; 2008

﹈と
考
え
る
ほ
う
が
実
態
に
即
し
て
い
る
だ

ろ
う
。
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る
。
N　
P　
O
論
者
の
多
く
が
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
本
来
の
意
味
の
無

償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
有
償
の
労
働
者
と
に
分
解
す
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
か
つ

予
測
す
る
が
、
そ
う
な
っ
た
と
き
に
協
セ
ク
タ
ー
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

市
民
事
業
体
は
事
業
の
主
体
で
あ
っ
て
、
施
し
の
主
体
で
は
な
い
。
わ
た

し
自
身
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
け
ば
、
高
齢
者
の
生
命
と
健
康
を
守
る

と
い
う
重
要
で
責
任
を
と
も
な
う
仕
事
、
政
府
が
そ
れ
に
対
し
て
公
的
責
任

を
認
め
た
役
割
を
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
継
続
性
の
保
証
を
欠
い
た
恣
意

的
な
活
動
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
多
く
の
市
民
事
業
体
は
、
ビ

ジ
ネ
ス
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
こ
れ
を「
ビ
ジ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」〈
限
り
な
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
近

い
ビ
ジ
ネ
ス
〉と
呼
ぶ
）、
運
動
と
事
業
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
位
置
す
る
が
、
介
護

保
険
は
そ
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
は
っ
き
り
し
た
境
界
を
持
ち
こ
ん
だ
。
そ
れ

は
介
護
保
険
指
定
事
業
所
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
選
択
で
あ
る
。

多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
志
向
の
団
体
は
選
択
と
決
断
を
強
い
ら
れ
、
二
極
分

解
を
促
進
し
た
。
理
念
上
は「
第
三
セ
ク
タ
ー
」の
市
民
参
加
組
織
で
あ
っ
た

は
ず
の
社
協
も
ま
た
同
じ
選
択
に
直
面
し
、
地
域
に
よ
っ
て
は
保
険
事
業
に

参
入
し
な
い
こ
と
を
選
択
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
保
険
事
業
の
枠
外
に
と

だ
が「
補
完
性
原
則
」に
は「
消
極
面
」も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

協
セ
ク
タ
ー
に
官
セ
ク
タ
ー
の「
補
完
性
」を
期
待
す
る
こ
と
は
、
福
祉
の
公

的
責
任
を
免
責
し
、
い
わ
ゆ
る
住
民
参
加
の「
安
上
が
り
福
祉
」を
も
た
ら
す
、

と
の
批
判
を
受
け
て
き
た
。

こ
の
両
義
性
を
示
す
の
が
、
い
わ
ゆ
る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
先

述
し
た  

山
田
誠﹇2005

﹈の
調
査
に
よ
れ
ば
、
対
象
と
し
た
高
齢
者
の
う
ち
国

民
年
金
受
給
者
が
四
五
%
を
占
め
る
。
経
済
的
な
ゆ
と
り
は
な
く
、
こ
の

点
で
も
地
方
都
市
の
平
均
的
な
住
民
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
調
査
結
果

は
、「
安
価
な
謝
礼
で
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
求
め
る（
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
）受
け

手
」と「
地
域
最
低
賃
金
を
求
め
る（
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
）与
え
手
」（
い
ず
れ
も
か
っ
こ

内
引
用
者
）の
落
差
を
く
っ
き
り
と
示
し
た
。
地
域
最
低
賃
金
レ
ベ
ル
に
謝
礼

を
設
定
す
る
と
、
家
事
サ
ー
ビ
ス
と
移
送
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
予
測
は
そ
れ
ぞ

れ
三
〇
%
、
一
五
%
と
少
な
く
、
話
し
相
手
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
い
な
い
。

逆
に
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
に
す
る
と
、
受
け
手
は
か
え
っ
て
嫌
が
り
、
与
え
手

側
は
家
事
サ
ー
ビ
ス
、
配
食
サ
ー
ビ
ス
に
は
ゼ
ロ
と
な
る
。
受
け
手
に
と
っ

て
の「
安
価
な
謝
礼
」と
は
五
〇
〇
円
が
も
っ
と
も
多
い
が
、
そ
う
な
れ
ば
与

え
手
は
需
要
の
二
〇
%
に
及
ば
な
い﹇ 

山
田2005: 168-169

﹈。

こ
の
調
査
を
通
じ
て
、 

山
田
は「
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
精
神
に
依
拠
す
る
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
比
較
す
る
と
、
じ
つ
は
、

似
て
非
な
る
も
の
だ
」と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
ケ
ア
の
与
え
手
は
す
で
に

ケ
ア
労
働
の
市
場
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
労
働
力
移
動
の
可
能

性
を
含
め
て「
地
域
最
低
賃
金
を
意
識
」し
て
い
る﹇ 

山
田2005: 169

﹈か
ら
で
あ

❖
6 
こ
の「
補
完
性
原
則
」を
積
極
的
に
評
価
す
る
の
が「
さ
わ
や
か
福
祉
財
団
」の  

堀
田
力
で
あ

る
。
彼
は
介
護
保
険
の
立
案
当
時
か
ら「
家
事
援
助
」の
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
反
対
し
、
プ
ロ
と
し
て

の
専
門
性
を
要
す
る「
身
体
介
護
」以
外
の「
家
事
援
助
」は
、
近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
提
供
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
き
た﹇ 

堀
田2000

﹈。
こ
の
考
え
方
の
背
後
に
は
、「
家
事
」

は
特
別
の
技
能
や
訓
練
を
要
さ
な
い
、「
女
な
ら
誰
で
も
で
き
る
」仕
事
で
あ
る
と
い
う
隠
れ
た
セ

ク
シ
ズ
ム
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
に
指
摘
し
た﹇
上
野2000

﹈。
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立
で
き
る
よ
う
な（
社
会
経
済
的
な
）条
件
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る（
か
っ
こ
内

引
用
者
）。 

﹇ 

安
立2003: 41

﹈

 

安
立
に
限
ら
な
い
。
協
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
介
護
事
業
に
は
、
と
り
わ

け
N　
P　
O
論
者
が
強
い
関
心
を
向
け
て
き
た9

❖

﹇ 

安
立1998;  

渋
川2001; 

山
岡・早
瀬・

 

石
川2001;  

田
中・ 浅
川・ 安
立2003

﹈。
介
護
保
険
は
N　
P　
O
の「
追
い
風
」と
な
り
、

財
政
基
盤
の
弱
い
N　
P　
O
に
経
済
的
な
安
定
を
与
え
た
。
多
く
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
か
ら
出
発
し
た
N　
P　
O
が
、
介
護
系
N　
P　
O
に
対
し
て
は「
介
護
系

N　
P　
O
は
N　
P　
O
で
は
な
い
」と
怨
嗟
の
声
を
寄
せ
る
ほ
ど
と
な
っ
た
。

  

田
中
尚
輝・ 浅
川
澄
一・ 安
立
清
史
は「
介
護
系
N　
P　
O
」を
次
の
よ
う
に
定

義
す
る
。

「
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法（
N　
P　
O
法
）に
も
と
づ
い
て
法
人
格
を
取
得

し
、（
介
護
保
険
発
足
に
と
も
な
い
）介
護
保
険
指
定
事
業
者
と
な
っ
て
介
護
保
険

や
枠
外
の
地
域
福
祉
で
活
動
し
て
い
る
団
体
」（
か
っ
こ
内
引
用
者
）﹇ 

田
中・ 浅
川・ 安

立2003: 36

﹈で
あ
り
、
福
祉
N　
P　
O
の
う
ち
で
も
高
齢
者
の
生
活
支
援
を
中

心
に
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
枠
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
有
償
で
提
供
す
る
も

の
を
い
う
。

こ
の
定
義
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
介
護
系
N　
P　
O
の
成
立
に
は
、
N　
P　
O

法（
一
九
九
八
年
成
立
、
同
年
施
行
）と
介
護
保
険
法（
一
九
九
七
年
成
立
、
二
〇
〇
〇
年
施

行
）と
い
う「
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
」ふ
た
つ
の
法
律
が
条
件
と
な
っ
た
。

と
い
う
の
も
、（
1
）N　
P　
O
法
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
お
こ
な
っ
て

き
た
任
意
団
体
に
法
的
契
約
の
可
能
な
法
人
格
を
与
え
、（
2
）介
護
保
険
法

ど
ま
る
こ
と
を
選
択
し
た
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
も
あ
る
。
介
護
保
険
以

降
、
高
齢
者
の
健
康
と
生
活
を
支
え
る
地
域
福
祉
の
活
動
は
、
保
険
内
事
業
、

保
険
外
有
償
事
業（
枠
外
サ
ー
ビ
ス
と
も
呼
ば
れ
る
）、
無
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
三
層
に
分
解
し
た
。

わ
た
し
は
介
護
保
険
が
持
ち
こ
ん
だ
こ
の
区
分
を
歓
迎
し
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
市
民
事
業
体
は
は
じ
め
て
事
業
体
と
し
て
成
り
立
つ
経
済
的
基

盤
を
得
た
。
こ
れ
以
降
、
わ
た
し
が
市
民
事
業
体
と
呼
ぶ
の
は
、
介
護
保
険

下
で
指
定
事
業
所
と
な
り
、
他
の
セ
ク
タ
ー（
官
と
民
）の
事
業
体
と
等
し
い

条
件
の
も
と
で
利
用
者
に
選
ば
れ
る
と
い
う
競
争
に
参
入
し
た
事
業
体
に
限

る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ど
の
セ
ク
タ
ー
が
担
う
に
せ
よ
、
介

護
を（
1
）能
力
と
経
験
を
必
要
と
し7

❖

、（
2
）社
会
的
に
責
任
の
あ
る
、（
3
）

適
切
な
評
価
と
報
酬
を
と
も
な
う
、
社
会
的
に「
ま
っ
と
う
な
仕
事decent 

w
ork

」﹇ D
aly 2001

﹈と
し
て
確
立
し
た
い
と
願
う
か
ら
で
あ
る8

❖

。

日
本
に
お
け
る
N　
P　
O
研
究
の
先
駆
者
、 

安
立
清
史
は
、「
地
域
福
祉
に

お
け
る
市
民
参
加
と
い
う
課
題
に
関
し
て
、
今
後
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の

は
、
公
的
介
護
保
険
と
N　
P　
O
法
が
導
入
さ
れ
て
以
降
の
地
域
福
祉
の
動
向

で
あ
ろ
う
」﹇ 

安
立1998: 116

﹈と
、
介
護
保
険
施
行
前
の
一
九
九
八
年
の
段
階

で
予
言
し
た
。
事
態
は
彼
の
予
想
通
り
の
展
開
と
な
っ
た
。

介
護
保
険
制
度
は
不
十
分
と
は
い
え
、
日
本
に
初
め
て
N　
P　
O
が
存

介
護
保
険
と
N
P
O

6
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ど
に
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
、「
疎
外
な
き
労
働
」と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
こ
の

「
新
し
い
働
き
方
」﹇ 

天
野1997; 2005b

﹈も
、
介
護
保
険
下
で
急
速
に
変
化
し
つ

つ
あ
る
。
利
用
者
に
と
っ
て
介
護
系
N　
P　
O
が
サ
ー
ビ
ス・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー

の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
N　
P　
O
は
労

働
市
場
の
な
か
で
自
分
に
と
っ
て
有
利
な
職
場
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ

な
い
。
介
護
系
N　
P　
O
に
と
っ
て
は
介
護
保
険
制
度
下
の
準
市
場
の
な
か
で
、

他
の
事
業
体
と
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
対
等
な
競
争
に
お
い
て
、
利
用

者
、
ワ
ー
カ
ー
双
方
に
選
ば
れ
て
生
き
残
る
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

利
用
者
に
と
っ
て
も
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
保
険

事
業
主
体
で
あ
る
自
治
体
に
と
っ
て
も
、
N　
P　
O
は
他
の
事
業
体
と
と
も
に

選
択
肢
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
介
護
保
険
準
市
場
の
も
と
で
の
イ
コ
ー
ル

フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
競
争
に
お
い
て
、
他
の
事
業
体
に
く
ら
べ
て
N　
P　
O
に

「
優
位
性
」が
あ
る
と
主
張
す
る
根
拠
は
何
だ
ろ
う
か
。

 
田
中
が
営
利
事
業
者
に
比
べ
て
N　
P　
O
の
優
位
を
主
張
す
る
点
は
、（
1
）

N
P
O
の
優
位
性

7

は
民
間
事
業
者
の
参
入
を
前
提
と
し
た
介
護
の
有
償
化
に
よ
っ
て
、
N　
P　
O

に
持
続
可
能
な
事
業
体
と
し
て
の
存
立
の
根
拠
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。 

安

立
に
よ
れ
ば「
日
本
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
社
会
運
動
的
な
側
面
と
、
市
民

事
業
体
と
い
う
側
面
の
双
方
を
兼
ね
備
え
た
N　
P　
O
ら
し
い
組
織
や
団
体
は

き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
」﹇ 
安
立2003: 40

﹈が
、
介
護
保
険
は
、
日
本
の
N　
P　
O

が
成
り
立
つ
条
件
を
大
幅
に
変
え
た
。 

田
中
は
介
護
保
険
こ
そ
、
N　
P　
O
の

「
真
骨
頂
」﹇  

田
中
尚
輝2003: 7

﹈を
発
揮
で
き
る
場
で
あ
り
、
N　
P　
O
の「
先
頭

を
走
る
」の
は
介
護
系
N　
P　
O
で
あ
る
と
、
熱
い
期
待
を
語
る
。

N　
P　
O
論
者
が
N　
P　
O
こ
そ
介
護
サ
ー
ビ
ス
の「
真
の
担
い
手
」﹇ 

田
中・ 

浅

川・ 安
立2003: 12

﹈と
、
熱
く
主
張
す
る
の
は
、
以
下
の
根
拠
に
よ
る
。
そ
れ

は
N　
P　
O
が（
1
）公
共
性
と（
2
）当
事
者
性
の
担
い
手
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
N　
P　
O
は
そ
の
活
動
の「
公
益
性
」を
社
会
的
に
公
認
さ
れ
た
特
定

法
人
で
あ
る
。 

細
内
信
孝﹇1999

﹈に
よ
れ
ば
、「
私
た
ち
が
主
役
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク（
公
お
お
や
け）の
分
野
の
一
翼
を
担
う
、
真
の
意

味
の〝
市
民
〞を
つ
く
り
だ
す
も
の
」で
あ
り
、
彼
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ビ
ジ
ネ

ス
と
呼
ぶ
事
業
が
、
は
じ
め
て
現
実
性
を
持
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
が
介
護

系
N　
P　
O
で
あ
っ
た
。

N　
P　
O
は「
運
動
で
も
あ
り
事
業
で
も
あ
る
」と
は
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
そ

の
あ
ら
わ
れ
が
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
経
営
参
加
で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
は
N　
P　
O

と
雇
用
関
係
を
結
ぶ
だ
け
で
な
く
、
N　
P　
O
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
意
思

決
定
に
も
関
与
で
き
る
。
働
く
者
が
自
分
の
主
人
に
な
れ
る
と
い
う
同
じ
方

式
は
、
労
働
者
自
主
管
理
型
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
や
高
齢
協
な

❖
7 「
資
格
」を
必
須
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
資
格
と
能
力
と
が
相
関
し
な

い
こ
と
は
、
現
場
の
誰
も
が
指
摘
す
る
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。

❖
8 

ケ
ア
を
、quality w

ork 

を
お
こ
な
うquality job 

と
見
な
す
立
場
も
あ
る
。

❖
9  

安
立
ら
の『
介
護
系
N　
P　
O
の
最
前
線
』﹇ 

田
中・ 

浅
川・ 

安
立2003

﹈で
は
、
N　
P　
O
を
N　
P

　
O
法
人
格
を
有
す
る
団
体
に
限
定
し
て
い
る
。
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ち
で
応
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
が
、
だ
と
す
れ

ば
介
護
系
N　
P　
O
の
役
割
は
、「
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
だ
け
で
な
く
、

枠
外
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
る
」こ
と
に
あ
る
と

す
る
。
と
は
い
え 

田
中
も
、
こ
の「
枠
外
サ
ー
ビ
ス
」を
無
償
で
提
供
す
る
こ

と
を
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、「
当
事
者
性
」の
原
則
に
も
と
づ
い

て「
わ
た
し
な
ら
ほ
し
い
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
」を「
わ
た
し
な
ら
出
せ
る
程
度

の
低
料
金
で
」提
供
す
る
の
が
、
介
護
系
N　
P　
O
に
求
め
ら
れ
る
役
割
と
な

り
、
そ
の「
低
料
金
」が
期
せ
ず
し
て
地
域
最
低
賃
金
を
わ
ず
か
に
下
回
る
程

度
に
設
定
さ
れ
る「
不
思
議
」や
、「
お
カ
ネ
の
た
め
に
働
か
な
く
て
も
よ
い
」

担
い
手
に
集
中
す
る
社
会
経
済
的
な
階
層
要
因
に
つ
い
て
は
、
彼
は
触
れ
よ

う
と
し
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
論
じ
よ
う
。

 

田
中
ら
に
と
っ
て
は「
枠
外
サ
ー
ビ
ス
」が
介
護
系
N　
P　
O
と
営
利
事
業
者

と
を
区
別
す
る
指
標
と
な
る
ほ
ど
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
介
護
保

険
で
も
う
け
た
分
を
、
採
算
を
度
外
視
し
て
低
料
金
の
枠
外
サ
ー
ビ
ス
で
還

元
す
る
か
ど
う
か（
自
発
性
、
無
償
性
）が
、
介
護
系
N　
P　
O
の
存
在
理
由
と
さ

れ
、
そ
れ
を
し
な
い
N　
P　
O
は
N　
P　
O
の
精
神
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一

般
の
営
利
事
業
者
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
と
さ
れ
る
。

 

田
中
ら
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
介
護
系
N　
P　
O
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
評
価

は
概
し
て
高
く
、「
事
務
的
に
仕
事
を
し
な
い
」、「
よ
く
気
が
つ
く
」、「
頼

み
や
す
い
」、「
や
さ
し
い
」、「
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
こ
と
も

考
え
て
く
れ
る
」な
ど
の
声
が
あ
が
っ
て
い
る
。
だ
が
、「
利
用
者
本
位
」を

う
た
う
民
間
の
事
業
者
も「
気
が
つ
く
」「
頼
み
や
す
い
」「
や
さ
し
い
」な
ど

当
事
者
性
に
加
え
て
、（
2
）地
域
密
着
型
、（
3
）自
治
体
と
の
協
働（
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
）、（
4
）経
営
参
加
方
式
、（
5
）ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
五
点
で
あ

る
。
順
に
論
じ
て
い
こ
う
。

（
1
）当
事
者
性

 

田
中
は「
介
護
系
N　
P　
O
の
本
質
」を「
当
事
者
性
」と
し
た
う
え
で
、「
自

分
な
ら
ど
ん
な
こ
と
が
嫌
で
、
ど
ん
な
介
護
を
し
て
も
ら
い
た
い
か
、
自
分

だ
っ
た
ら
こ
う
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る
」﹇ 

田
中・ 浅

川・ 安
立2003: 186

﹈の
が
、
N　
P　
O
だ
と
い
う
。
こ
う
い
う「
本
質
」は
、
彼
ら

が
N　
P　
O
の
出
自
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
置
く
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
、（
1
）自
発
性
、（
2
）先
進
性
、（
3
）無
償
性
と
い
う

三
つ
の
条
件
が
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
が
、「
自
分
だ
っ
た
ら
こ
う
し
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
や
ろ
う
」（
自
発
性
）と
す
れ
ば
、
お
の
ず
と「
既
成

の
制
度
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
」発
想
が
生
ま
れ（
先
進
性
）、
枠
外
サ
ー
ビ
ス

も
無
償
と
は
言
わ
な
い
が
低
報
酬
で
提
供
で
き
る
、
そ
れ
と
い
う
の
も「
金

銭
的
な
動
機
で
動
い
て
い
な
い
か
ら
」（
無
償
性
）で
あ
る
。

と
り
わ
け 

田
中
が
介
護
系
N　
P　
O
の
特
質
と
し
て
特
記
す
る
の
が
、
介
護

保
険
の「
枠
外
サ
ー
ビ
ス
」の
提
供
で
あ
る
。
も
と
も
と
介
護
系
N　
P　
O
は
、

介
護
保
険
施
行
前
か
ら
助
け
合
い
系
の
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
担
う
任

意
団
体
と
し
て
活
動
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
多
く
は
、「
待
っ
た

な
し
」の
介
護
の
現
実
に「
い
ま・こ
こ
」で
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
し
た
も

の
だ
っ
た
。
介
護
保
険
が
そ
の
ニ
ー
ズ
の
一
部
に
、
し
か
も
不
十
分
な
か
た
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金
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
拡
大
利
用
し
て
く
れ
る
こ
と
が
も
っ
と
も
あ
り
が
た

い
が
、
多
く
の
利
用
者
は
、
た
と
え
低
料
金
で
あ
っ
て
も
枠
外
サ
ー
ビ
ス
を

積
極
的
に
利
用
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は 

山
田
の
調
査
か
ら
も
あ
き
ら
か

だ
。
つ
ま
り
家
事
援
助
一
時
間
一
五
三
〇
円（
二
〇
〇
〇
年
当
時
）の
一
割
負
担

約
一
五
〇
円
は
払
え
て
も
、
枠
外
サ
ー
ビ
ス
に
た
と
え
一
時
間
七
〇
〇
円
や

八
〇
〇
円
で
あ
っ
て
も
、
払
う
つ
も
り
は
な
い
し
、
払
え
な
い
、
と
い
う
利

用
者
は
多
い
の
で
あ
る
。
7
章
の
デ
ー
タ
で
示
し
た
よ
う
に
、
生
協
系
サ
ー

ビ
ス
の「
よ
い
と
こ
ろ
」に「
低
料
金
」と
い
う
理
由
が
集
中
す
る
よ
う
に
、
市

民
事
業
体
と
営
利
事
業
体
と
の「
差
別
化
」は
、
リ
ア
ル
に
見
れ
ば
、
主
と
し

て
料
金
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
も
と
で
は
、 

田
中
ら

の「
枠
外
サ
ー
ビ
ス
」の
強
調
は
、
協
セ
ク
タ
ー
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
無
償
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
求
め
る
こ
と
と
変
わ
ら
な
い
結
果
に
な

る
だ
ろ
う
。

（
2
）地
域
密
着
型

 

田
中
ら
は
、
介
護
系
N　
P　
O
が
地
域
福
祉
の
担
い
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

こ
と
を
力
説
す
る
。
と
い
う
の
も
、
N　
P　
O
は「
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
地

域
密
着
型
」で
あ
り
、「
N　
P　
O
の
事
業
に
は
地
域
の
目
が
光
っ
て
い
る（
中

略
）こ
の
緊
張
感
が
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
高
め
る
要
因
に
な
る
」﹇ 

田
中・ 浅
川・ 安
立

2003: 16

﹈か
ら
で
あ
る
。
N　
P　
O
と
は 

田
中
の
卓
抜
な
表
現
に
よ
れ
ば
、「
夜

逃
げ
の
で
き
な
い
」団
体
な
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
二
〇
〇
一
年
度
の
事
業
高
を
も
と
に
介
護
系
N　
P　
O
の
全
国
ト
ッ

の
項
目
を
ヘ
ル
パ
ー
に
要
請
す
る
だ
ろ
う
し
、「
事
務
的
に
仕
事
を
し
な
い
」、

「
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
こ
と
も
考
え
て
く
れ
る
」と
い
う
評
価
は
、

介
護
保
険
の
不
適
切
利
用
と
な
り
か
ね
な
い
過
度
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を

意
味
す
る
場
合
も
あ
る
。

事
実
、
わ
た
し
が
調
査
し
た
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー

ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
事
例
で
は
、「
家
族
的
な
介
護
」、「
主
婦
の
気
配
り
」

が
営
利
事
業
者
に
対
す
る
優
位
を
示
す
、
担
い
手
自
身
に
よ
る
自
己
評
価
と

な
っ
て
い
た
。
だ
が「
よ
く
気
が
つ
く
」に
象
徴
さ
れ
る「
主
婦
の
気
配
り
」は
、

同
時
に
介
護
に
専
門
性
が
な
く
て
も
よ
い
こ
と
の
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
に
し
ば

し
ば
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
介
護
保
険
以
降
、「
利
用
者
の
目
が
き
び

し
く
な
っ
た
」と
言
わ
れ
る
状
況
の
も
と
で
は
、「
主
婦
の
気
配
り
」よ
り
も

「
専
門
性
」の
ほ
う
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
フ
レ
キ
シ
ビ

リ
テ
ィ
を
発
揮
し
て
利
用
者
の
要
望
に
応
え
て
犬
の
散
歩
や
草
取
り
ま
で
引

き
受
け
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
を
保
険
利
用
の
時
間
内
で
お
こ
な
え
ば
、
た
だ

ち
に「
不
適
切
利
用
」と
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
作
業
を
時
間
外
に

無
償
で
お
こ
な
え
ば
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」と
な
る
ほ
か
な
い
。

非
営
利
の
市
民
事
業
体
と
民
間
営
利
事
業
体
と
が
料
金
体
系
の
も
と
で
異

な
る
の
は
、
前
者
が
保
険
の
枠
外
サ
ー
ビ
ス
を
別
立
て
の
低
料
金
に
し
て
い

る
の
に
対
し
、
後
者
が
生
活
援
助
で
あ
れ
身
体
介
護
で
あ
れ
、
公
定
料
金
の

価
格
を
変
え
ず
に
利
用
者
一
〇
割
負
担
と
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
大
き

い
。
介
護
系
N　
P　
O
団
体
に
と
っ
て
は
、
利
用
者
が
保
険
内
サ
ー
ビ
ス
を
保

険
の
枠
内
で
使
っ
た
う
え
で
、
枠
外
サ
ー
ビ
ス
を
枠
外
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
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か
せ
た
こ
と
で
問
題
に
な
っ
た
事
例
や
、
介
護
報
酬
の
不
正
請
求
事
件
も
起

き
て
い
る
。

む
し
ろ
多
く
の
N　
P　
O
に
と
っ
て
は
、
介
護
報
酬
の
出
来
高
払
い
と
い
う

ま
っ
た
く
同
じ
条
件
の
下
で
、
他
の
事
業
者
と
の
対
等
な
競
争
に
勝
ち
抜
い

て
利
用
者
に
選
ば
れ
る
こ
と
こ
そ
に
存
在
理
由
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点

で
は
わ
た
し
も
ま
た
、
N　
P　
O
に
限
ら
ず
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
が
営

利
事
業
者
に
く
ら
べ
て
競
争
優
位
に
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
が
、
そ
の
理
由

は 

田
中
ら
が
あ
げ
る
理
由
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
N　
P　
O
論
者
の
ひ
と
り  

田
中
弥
生﹇2006

﹈が
指
摘
す
る

よ
う
に
、「
自
治
体
と
の
協
働
」が
成
立
し
た
ケ
ー
ス
の
な
か
で
は
、
か
え
っ

て「
行
政
の
下
請
け
」化
、「
御
用
商
人
」化
の
危
険
が
あ
る
。
指
定
管
理
者
制

度
の
も
と
で
、
介
護
系
に
限
ら
ず
N　
P　
O
の「
自
治
体
と
の
協
働
」は
す
す
ん

だ
が
、
行
政
に
と
っ
て
は
N　
P　
O
だ
ろ
う
が
営
利
事
業
者
だ
ろ
う
が
、
契
約

条
件
が
合
え
ば
ど
ち
ら
で
も
関
係
な
い
。「
御
用
商
人
」化
を
避
け
る
に
は
、

自
治
体
と
い
う
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
過
度
の
依
存
を
避
け
、
自
律
性
を
保
つ

ほ
か
な
い
。
そ
の
た
め
先
駆
的
な
N　
P　
O
は
、
特
定
の「
自
治
体
と
の
協
働
」

へ
の
依
存
度
を
事
業
高
の
五
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
ま
で
に
抑
え
る
と
い
っ
た
自
衛

策
を
講
じ
て
い
る
も
の
も
あ
る10

❖

。「
自
治
体
と
の
協
働
」は
N　
P　
O
だ
け
の
特

権
で
は
な
い
し
、
逆
に
自
治
体
が
N　
P　
O
に
と
っ
て
信
頼
で
き
る
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
で
あ
る
保
証
も
な
い
の
で
あ
る
。

プ・テ
ン
を
選
び
、
そ
れ
を
調
査
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
の

事
例
に
、
介
護
保
険
施
行
前
か
ら
活
動
を
開
始
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が

あ
る
。
地
域
で
す
で
に
積
み
上
げ
た
経
験
と
実
績
と
が
、
介
護
保
険
以
降
に

も
引
き
継
が
れ
、
制
度
の
転
換
期
に
軟
着
陸
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
発

見
は
、
介
護
保
険
移
行
期
に
実
施
し
た
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

に
つ
い
て
の
わ
た
し
自
身
の
調
査
結
果
と
も
符
合
す
る
。
介
護
保
険
以
前
か

ら
事
業
を
継
続
し
保
険
事
業
に
参
入
し
た
事
業
体
は
、
ど
こ
も
順
調
に
事
業

高
を
伸
ば
し
た
が
、
同
時
期
に
同
じ
エ
リ
ア
で
新
規
に
開
設
し
た
民
間
事
業

所
の
な
か
に
は
、
撤
退
や
統
廃
合
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

制
度
の
移
行
期
に
事
業
体
の
連
続
性
が
効
果
を
持
っ
た
例
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に「
地
域
密
着
型
」の
効
果
は
実
証
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の「
地
域
」が
何
を

さ
す
か
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
3
）自
治
体
と
の
協
働（
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

N　
P　
O
が
市
民
参
加
の
公
益
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
自
治
体
と
の
協

働
」（ 

右
田
に
よ
れ
ば「
公
私
の
協
働
」）を
そ
の
メ
リ
ッ
ト
に
あ
げ
る
の
は
、 

田
中
に

限
ら
な
い
。
だ
が
、
介
護
保
険
の
も
と
で
は
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い

れ
ば
、
官
、
民
、
協
の
ど
の
セ
ク
タ
ー
の
事
業
者
で
も
指
定
事
業
者
と
な
る

し
、
保
険
事
業
者
で
あ
る
自
治
体
の
同
じ
監
督
と
規
制
の
も
と
に
置
か
れ
る
。

N　
P　
O
が
自
治
体
か
ら
特
別
に
優
遇
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
N　
P　
O
だ
か

ら
と
い
っ
て
と
り
わ
け
信
頼
性
が
高
い
わ
け
で
も
な
い
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
質

が
よ
い
と
も
限
ら
な
い
。
事
実
生
協
系
の
事
業
者
で
無
資
格
ワ
ー
カ
ー
を
働
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し
た
レ
イ
ト・カ
マ
ー
と
の
あ
い
だ
に「
理
念
」を
め
ぐ
る
温
度
差
が
あ
る
と

こ
ろ
で
は
、
こ
の「
経
営
参
加
」は
、
後
者
に
と
っ
て
付
加
価
値
ど
こ
ろ
か
よ

け
い
な
コ
ス
ト
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。
ま
し
て
や
介
護
保
険
の
保
険
事
業
者
で
あ
る
自
治
体
や
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
に
と
っ
て
は
、
ワ
ー
カ
ー
の「
経
営
参
加
」の
有
無
は「
サ
ー
ビ
ス
の
質
」

に
関
係
し
な
い
か
ぎ
り
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 （
5
）ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型

 

田
中
ら
が
も
う
ひ
と
つ
あ
げ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
特
徴
と
は
、
地
域
密

着
型
の
介
護
系
N　
P　
O
が
そ
れ
以
前
か
ら
蓄
積
し
て
き
た
地
域
の
多
様
な
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
の「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」を
意
味
す
る
。
利
用
者
の
多
様
な

ニ
ー
ズ
に
応
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
つ
な
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
を
、
他

の
営
利
事
業
者
に
は
持
て
な
い「
魔
法
の
手
」と 

田
中
ら
は
呼
ぶ
。
そ
の
例
に

あ
げ
る
の
が
移
動
サ
ー
ビ
ス
と
食
事
サ
ー
ビ
ス
と
を
連
携
し
た
高
齢
者
の
外

出
や
、
高
齢
者
と
子
ど
も
と
の
交
流
サ
ー
ビ
ス
な
ど
だ
が
、
そ
れ
と
て
も
N

　
P　
O
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
地
域
資
源
に
十
分
な
情
報
の
あ
る
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
が
い
れ
ば
か
な
り
の
連
携
が
実
現
す
る
し
、
先
進
的
な
介
護
施
設

で
も
積
極
的
に
こ
れ
ら
の
地
域
資
源
を
と
り
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

枠
外
サ
ー
ビ
ス
の
例
に 

田
中
ら
が
あ
げ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
も
、
二
〇

〇
六
年
の「
見
直
し
」で
保
険
事
業
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
見
直
し
」

（
4
）経
営
参
加
方
式

N　
P　
O
が「
運
動
で
も
あ
り
事
業
で
も
あ
る
」と
は
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
そ

の
あ
ら
わ
れ
が
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
経
営
参
加
で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
は
N　
P　
O

と
雇
用
関
係
を
結
ぶ
だ
け
で
な
く
、
N　
P　
O
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
意
思

決
定
に
も
関
与
で
き
る
。
働
く
者
が
自
分
の
主
人
に
な
れ
る
と
い
う
同
じ
方

式
は
、
労
働
者
自
主
管
理
型
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
や
高
齢
協
な

ど
に
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
、「
疎
外
な
き
労
働
」と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
こ
の

「
新
し
い
働
き
方
」（ 

天
野
正
子
）﹇1997; 2005b
﹈も
、
介
護
保
険
下
で
急
速
に
変
化

し
つ
つ
あ
る
。
介
護
系
N　
P　
O
の
事
業
体
と
雇
用
関
係
を
結
ぶ
だ
け
の
ワ
ー

カ
ー
や
、
生
協
の
組
合
員
を
経
由
せ
ず
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の

メ
ン
バ
ー
に
な
る
人
々
が
、
増
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に

と
っ
て
は
、
介
護
系
N　
P　
O
も
生
協
系
の
介
護
事
業
も
雇
用
機
会
の
選
択
肢

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
労
働
移
動
の
通
過
点
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
利
用
者
に

と
っ
て
介
護
系
N　
P　
O
が
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
、

ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
N　
P　
O
は
労
働
市
場
の
な
か
で
自
分
に
と
っ
て
有
利

な
職
場
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
際
、「
経
営
参
加
」が
他
の

事
業
体
に
比
べ
て
N　
P　
O
の
競
争
優
位
の
根
拠
に
な
る
か
ど
う
か
は
べ
つ
に

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

N　
P　
O
を
含
む
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
と
営
利
事
業
と
の
違
い
は
、

「
公
益
性
」や「
公
共
性
」、
す
な
わ
ち
個
人
の
利
益
を
越
え
た「
理
念
」に
あ
り
、

こ
の「
理
念
」と
い
う
付
加
価
値
を
共
有
で
き
る
か
ど
う
か
が
差
別
化
の
要
と

な
る
。
そ
し
て
こ
の「
理
念
」を
共
有
す
る
創
設
者
世
代
と
、
あ
と
か
ら
参
入

❖
10 「
せ
ん
だ
い・み
や
ぎ
N　
P　
O
支
援 

セ
ン
タ
ー
」代
表
、 

加
藤
哲
夫
へ
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
よ
る
。
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
」﹇ 

田
中・ 浅
川・ 安
立2003: 24-25

﹈と
い
う
結
論

に
導
か
れ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
帰
結
が
論
理
的
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
仕
事

を
通
じ
て
の
自
己
実
現
が
、
豊
か
な
満
足
感
と
と
も
に
高
い
報
酬
を
と
も
な

う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
何
の
問
題
も
な
い
だ
ろ
う
。
医
者
や
弁
護
士
、
あ
る

い
は
一
部
の
芸
術
家
や
起
業
家
に
許
さ
れ
る
よ
う
な
自
己
実
現
と
経
済
的
成

功
の
両
立
が
、
介
護
関
係
者
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
非
両
立
的
に
語

ら
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
背
後
に
は
、
そ
れ
と
明
示
的
に
語
ら
れ

な
い
が
、
ケ
ア
の
社
会
的
評
価
の
低
さ
が
あ
る
と
推
論
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。

 

田
中
は
さ
ら
に
介
護
事
業
に
お
け
る
N　
P　
O
の
競
争
優
位
を「
枠
外
サ
ー

ビ
ス
」に
求
め
る
理
由
を
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
う
し
た
分
野（
枠
外
サ
ー
ビ
ス
）を
N　
P　
O
が
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
営
利
事
業
者
で
は
そ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
要
介
護
者
の
心

の
ケ
ア
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
細
切
れ
の
時
間
帯
、
深
夜
、

早
朝
を
含
む
不
規
則
な
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
長
時
間
に
わ

た
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
た
め
、
そ
し
て
安
価
な
料
金
を
当
事
者
が
希
望

す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
営
利
企
業
の
事
業
主
側
か
ら
す
れ
ば

常
用
雇
用
型
の
人
員
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
で
は
採
算
に
合
わ
な
い（
か
っ
こ

内
引
用
者
）。 

﹇ 

田
中・ 浅
川・ 安
立2003: 7

﹈

で
登
場
し
た
地
域
包
括
支
援 

セ
ン
タ
ー
構
想
も
、
こ
の
種
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

化
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。
行
政
は
市
民
活
動
が
先
行
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

サ
ー
ビ
ス
を
事
後
的
に
次
々
と
追
認
し
制
度
に
と
り
こ
ん
で
い
く
が
、
こ
れ

こ
そ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
持
つ「
先
進
性
」の
あ
ら
わ
れ
と
言
え
な
い
こ
と

も
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
こ
の
先
進
性
は
、
ワ
ー
カ
ー
の「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」

の
よ
う
な「
無
償
性
」に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

 

田
中
ら
は
、「
N　
P　
O
と
株
式
会
社
が
も
っ
と
も
異
な
る
と
い
え
る
分
野
」

と
し
て
、
ワ
ー
カ
ー（ 

田
中
の
用
語
で
は「
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
」）が「
そ
の
活
動
を
通
じ

て
自
己
実
現
を
め
ざ
す
」こ
と
を
あ
げ
る
。
そ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
企
業
活

動
の
も
と
で
は
労
働
者
は
自
己
実
現
を
め
ざ
せ
な
い
の
か
、
と
反
論
し
た
く

な
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の「
自
己
実
現
」と
い
う
用
語
の
な
か
に
は
、

N　
P　
O
に
お
け
る「
公
共
性
」と「
当
事
者
性
」の
幸
福
な
結
合
、
社
会
学
の
テ

ク
ニ
カ
ル・タ
ー
ム
で
言
え
ば
、
組
織
目
標
と
個
人
目
標
の（
稀
有
な
）一
致
が

前
提
さ
れ
て
い
る
。

「
N　
P　
O
に
所
属
し
て
満
足
を
得
ら
れ
る
の
は
、
お
金
の
価
値
で
は
な
く
、

自
分
自
身
の
人
間
的
な
成
長
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
自
分
自
身
が
実
感
と

し
て
確
認
で
き
る
こ
と
が
必
要
」と
し
な
が
ら
、
そ
の
条
件
と
し
て 

田
中
は
、

「
N　
P　
O
法
人
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
限
り
介
護
保
険
部
門
で
の
賃
労
働
者
と

し
て
の
労
働
の
提
供
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ

の
参
加
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」と
す
る
。
N　
P　
O
の
非
収
益
部
門
で
あ
る

「
枠
外
サ
ー
ビ
ス
」を
彼
が
強
調
す
る
の
も
、
こ
の
理
由
に
よ
る
。
し
た
が
っ

て
N　
P　
O
の
ワ
ー
カ
ー
は「
低
賃
金
、
あ
る
い
は
無
償
で
労
働
力
を
提
供
し
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業
、
非
営
利
事
業
を
問
わ
ず
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
は
、
主
と
し
て

非
正
規
の
登
録
型
ヘ
ル
パ
ー
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
は
中

高
年
の
既
婚
女
性
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び“U

nequal W
ork”

の「
女
だ
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
就
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
ワ
ー
ク
が
女
向
き
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
」と
い
う
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ・ ビ
ー

チ
ィ﹇ Beechy 1987

﹈の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、「
N　
P　
O
だ
か
ら
低
料
金
で
よ

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
低
料
金
に
し
か
設
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
N　
P

　
O
の
参
入
が
期
待
さ
れ
る
の
だ
」と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
変
数
を
持
ち
こ
む
な
ら
、
も
し
介
護
系
N　
P　
O
の
担
い

手
の
多
く
が
男
性
で
あ
っ
た
な
ら
、 

田
中
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
だ
ろ
う
か
。

疑
問
で
あ
る
。

以
上
、
批
判
的
に
検
討
し
て
き
た
が
、 

田
中
ら
が
列
挙
す
る
N　
P　
O
の
優

位
性
は
、
わ
た
し
自
身
の
発
見
に
も
ほ
ぼ
か
さ
な
っ
て
い
る
。 

田
中
ら
の
先

行
研
究
の
結
果
を
も
参
照
し
な
が
ら
若
干
の
修
正
を
加
え
て
ま
と
め
て
み
る

と
理
念
、
経
営
、
労
働
、
連
携・
協
働
の
四
つ
の
分
野
に
わ
た
っ
て
、
以
下

の
七
点
に
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は（
1
）理
念
性
、（
2
）ニ
ー
ズ
中
心
、

（
3
）市
民
参
加
、（
4
）労
働
者
の
自
己
決
定・
経
営
参
加
、（
5
）経
営
効
率
、

（
6
）労
働
分
配
率
、（
7
）自
治
体・
行
政
と
の
協
働
で
あ
る
。
順
に
説
明
し

て
い
こ
う
。

こ
の
論
理
の
い
ち
い
ち
に
反
論
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。「
心
の
ケ
ア
」

す
ら
商
品
化
し
う
る
こ
と
、「
細
切
れ
」や「
不
規
則
な
時
間
帯
」な
ら
割
増
料

金
を
請
求
す
る
根
拠
に
な
る
こ
と
、「
長
時
間
に
わ
た
る
サ
ー
ビ
ス
」な
ら
む

し
ろ
安
定
的
な
雇
用
機
会
に
な
り
う
る
。「
安
価
な
料
金
」を
利
用
者
が
希
望

す
る
か
ら
と
い
う
理
由
は
、
語
る
に
落
ち
る
と
い
う
べ
き
だ
が
、
医
療
や
法

律
の
相
談
な
ら
、
た
と
え「
安
価
な
料
金
」を
希
望
し
て
は
い
て
も
、
実
際
に

は
そ
れ
を
医
者
や
弁
護
士
に
は
期
待
し
な
い
。
そ
れ
ら
の
職
業
が
応
分
の

社
会
的
評
価
と
報
酬
を
と
も
な
う
こ
と
を
人
々
が
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。「
安
価
な
料
金
」を
期
待
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が「
安
価
」に
調
達
可
能
だ

と
知
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に「
安
価

な
料
金
」を
設
定
し
た
の
は
い
っ
た
い
誰
だ
ろ
う
か
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
意
図
し
た
結
果
で
は
な
い
が
多
く
の
介
護
系
N　
P　
O
は
、

 

田
中
の
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
動
員
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
グ

リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
事
例
で
は
、
福
岡
県
I
市
の
介
護
事
業
の
主
力
と
な
っ
た

社
協
が
主
要
な
利
用
者
を
確
保
し
た
あ
と
、
時
間
外
や
朝
食
、
夕
食
時
の
よ

う
に
利
用
が
集
中
す
る
時
間
帯
、
ま
た
処
遇
困
難
ケ
ー
ス
で
社
協
ヘ
ル
パ
ー

が
行
き
た
が
ら
な
い
利
用
者
を
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
生
協
系
事
業
所
に
回

す
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
枠
外
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
生
協
系
事
業

所
が
利
用
者
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
受
け
た
の
は
、
主
と
し
て「
低
料
金
」

と
い
う
理
由
か
ら
だ
っ
た
。

こ
の「
安
価
な
料
金
」体
系
の
も
と
で
は
、
た
し
か
に
正
規
雇
用
者
を
維

持
す
る
こ
と
で
は
営
利
企
業
の
採
算
は
合
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
営
利
事
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り
、
介
護
経
験
を
通
じ
て
、
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
も
っ
と
も
近
い
だ
け
で
な
く
、

彼
女
た
ち
自
身
が
家
族
介
護
の
当
事
者
で
も
あ
る
。「
社
会
的
企
業
」の
定
義

要
件
の
う
ち
に
、「
活
動
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
人
々
の
参
加
」が
含
ま
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
利
用
者
の
経
営
参
加
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
支
援
費

制
度
の
も
と
で
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
を
実
施
し
て
い
る
自
立
生
活
支
援 

セ
ン

タ
ー
の
よ
う
に
、「
理
事
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
半
数
以
上
を
障
害
当
事
者

と
す
る
こ
と
」と
い
う
規
定
の
よ
う
な
、
当
事
者
参
加
の
制
度
的
保
証
を
持

つ
事
業
体
も
あ
る
。

（
4
）労
働
者
の
自
己
決
定・経
営
参
加

N　
P　
O
や
労
働
者
生
産
協
同
組
合（
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
）の
よ
う
な
経

営
方
式
を
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
労
働
者
の
経
営
参
加
と
労
働
の
自

己
決
定
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
が
雇
用
労
働
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

（
5
）経
営
効
率

運
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
出
発
し
た
市
民
事
業
体
に
経
営
感
覚
が
な
い

こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
官
と
比
べ
て
も
民
と
比
べ
て
も
、
協

セ
ク
タ
ー
の
経
営
コ
ス
ト
が
相
対
的
に
優
位
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
デ
ー

タ
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
11
章
で
論
じ
よ
う
。

（
6
）労
働
分
配
率

介
護
事
業
の
よ
う
な
労
働
集
約
型
の
産
業
で
は
、
経
営
効
率
は
直
接
に
労

（
1
）理
念
性

市
民
事
業
体
は
、
福
祉
や
社
会
連
帯
な
ど
の「
公
益
性
」を
と
も
な
う
理
念

を
掲
げ
て
活
動
し
て
き
た
。
介
護
保
険
枠
外
事
業
や
保
険
外
利
用
等
に
も
柔

軟
に
対
応
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
し
く
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
価
格
で
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
き
た11

❖
。
営
利
を
目
的
と
し
な
い
た
め
、
経
営
者
や
出
資
者
の
利

益
を
優
先
す
る
必
要
が
な
く
、
事
業
の
本
来
の
目
的
に
そ
っ
た
展
開
が
で
き

る
利
点
が
あ
る
。

（
2
）ニ
ー
ズ
中
心

多
く
の
市
民
事
業
体
は
も
と
も
と
ニ
ー
ズ
を
創
出
し
、
そ
の
ニ
ー
ズ
の
充

足
を
追
求
し
て
き
た
運
動
体
と
し
て
の
経
歴
を
持
つ
。
こ
れ
を「
当
事
者
主

権
」や「
当
事
者
性
」と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
例
え
ば
自
立
生
活
支
援 

セ
ン

タ
ー
は「
も
っ
と
も
重
度
の
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
を
優
先
す
る
」と
い
う
目
標
を

掲
げ
て
お
り
、
N　
P　
O
の
小
規
模
多
機
能
施
設「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」は

「
利
用
者
の
ど
ん
な
ニ
ー
ズ
に
も
対
応
す
る
」と
い
う
理
念
を
持
っ
て
い
る
。

（
3
）市
民
参
加

こ
こ
で
い
う「
市
民
」と
は
、
活
動
の
担
い
手
で
も
あ
り
、
受
け
手
で
も
あ

る
。
市
民
事
業
体
の
担
い
手
は
生
活
圏
と
通
勤
圏
が
重
な
っ
て
お
り
、
自
分

の
居
住
す
る
地
域
を
拠
点
と
し
て
い
る
た
め
、
地
域
に
密
着
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
営
利
企
業
の
よ
う
に
か
ん
た
ん
に
撤
退
で
き
な
い
事
情
を
か
か

え
て
い
る
。
担
い
手
の
多
く
は
自
ら
介
護
経
験
を
持
つ
中
高
年
の
女
性
で
あ
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協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
の
研
究
者
に
は
、
そ
の
意
義
と
理
念
と
を
高

く
評
価
す
る
ゆ
え
に
、
実
際
の
活
動
を
理
想
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
モ
デ
ル
事
例
と
い
わ
れ
る
市
民
事
業
体
の
創
設
者
や
代
表
者

は
、
福
祉
業
界
で
は
全
国
レ
ベ
ル
の「
有
名
人
」で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
講
演

や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
公
的
発
言
や
、
著
書
や
出
版
物
等
で
の
情
報
発
信
力

が
大
き
い
。
し
か
も
前
例
の
な
い
事
業
に
挑
戦
す
る
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
自

分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
言
語
化
す
る
き
わ
め
て
高
い
表
現
力
を
持
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
対
象
を
前
に
し
て
、
研
究
者
は
き
び
し
い
問
い
に
さ
ら
さ

れ
る
。

そ
の
第
一
は
、
情
報
発
信
力
の
高
い
当
事
者
の
発
言
を
な
ぞ
る
だ
け
の
、

代
弁
者
の
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
い
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
先
行
研

究
は
、
当
事
者
が
刊
行
し
た
資
料
や
当
事
者
発
言
を
検
証
な
し
に「
紹
介
」す

る
に
終
わ
り
、
自
ら「
広
告
塔
」の
役
割
を
果
た
す
傾
向
が
あ
る
。

第
二
に
、
も
っ
と
深
刻
な
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
自
ら
を
語
る
こ
と
に

雄
弁
な
当
事
者
を
前
に
、
研
究
者
に
何
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

「
紹
介
」や「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」が
、
当
事
者
発
言
の
で
き
の
悪
い
焼
き
直
し

や
受
け
売
り
に
す
ぎ
な
け
れ
ば
、
読
者
に
と
っ
て
は
研
究
書
よ
り
は
オ
リ
ジ

ナ
ル
に
当
た
る
ほ
う
が
ず
っ
と
よ
い
。
こ
の
問
い
は
、
研
究
と
は
何
か
と
い

N
P
O
批
判

8

働
分
配
率
に
反
映
す
る
。
だ
が
、
営
利
企
業
と
違
っ
て
、
株
主
や
経
営
者
の

利
益
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
、
ま
た
営
業
や
宣
伝
に
経
費
を
か
け
る
こ
と

が
な
い
た
め
に
、
経
営
側
に
と
っ
て
は
コ
ス
ト
、
ワ
ー
カ
ー
側
に
と
っ
て
は

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
な
る
労
働
分
配
率
を
相
対
的
に
高
く
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
が
市
民
事
業
体
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

（
7
）自
治
体・行
政
と
の
協
働

市
民
事
業
体
は
公
益
性
の
観
点
か
ら
行
政
と
の
関
係
を
築
く
の
に
熱
心
で
、

か
つ
行
政
も
助
成
金
等
で
市
民
事
業
体
を
支
援
し
て
き
た
。
先
進
的
な
介
護

事
業
体
や
障
害
者
団
体
の
よ
う
に
、
現
場
の
ニ
ー
ズ
に
も
と
づ
い
て
、
行
政

が
追
随
す
る
モ
デ
ル
的
な
事
業
を
創
出
し
て
き
た
と
こ
ろ
も
多
い
。
協
働
の

な
か
に
は
、
た
ん
に
自
治
体
の
都
合
の
よ
い
下
請
け
機
関
と
な
る
可
能
性
も

含
ま
れ
る
が﹇ 

田
中2006

﹈、
そ
れ
以
上
に
、
新
た
な
ニ
ー
ズ
を
発
掘
し
、
そ

れ
を
実
現
可
能
な
実
践
と
し
て
提
示
し
、
制
度
や
政
策
の
提
言
能
力
、
さ
ら

に
そ
れ
を
実
行
す
る
政
治
力
を
蓄
積
し
て
き
た
市
民
事
業
体
は
多
い
。

以
上
を
総
合
し
て
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
介
護
保
険
制
度
の
も
と
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
に
お
い
て
、
官
／
民
／
協
の
三
つ
の
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、

官
お
よ
び
民
と
比
較
し
て
も
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
が
、
相
対
的
に
優
位
に

あ
る
、
す
な
わ
ち
利
用
者
に
と
っ
て
も
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
利
益
が
高
く
、

か
つ
経
営
的
に
見
て
も
持
続
可
能
な
選
択
肢
で
あ
る
、
と
判
定
し
て
よ
い
根

拠
が
あ
る
。

❖
11 

介
護
保
険
以
降
は
そ
の
理
念
性
の
継
承
に
断
絶
が
生
ま
れ
て
い
る
。
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参
加
型
福
祉
社
会
で
は
、
対
価
と
し
て
賃
金
を
得
る
行
為
と
し
て
の
、

つ
ま
り
商
品
と
し
て
の「
労
働
」の
意
味
と
価
値
は
相
対
的
に
切
り
下
げ

ら
れ
、「
活
動
」一
般
へ
と
平
準
化
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
労
働

者
と
非
労
働
者
を
峻
別
す
る
意
味
は
失
わ
れ
る
。 

﹇ 

渋
谷2003: 41

﹈

ケ
ア
が
利
用
者
に
と
っ
て
は
サ
ー
ビ
ス
と
な
り
、
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
は

労
働
と
な
っ
た
介
護
保
険
下
で
、
協
セ
ク
タ
ー
の「
メ
リ
ッ
ト
」は
、 

渋
谷
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
利
用
者
、
ワ
ー
カ
ー
双
方
の
ア
ク
タ
ー
の
い
ず
れ
か
も

し
く
は
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
、「
デ
メ
リ
ッ
ト
」に
転
ず
る
可
能
性
も
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

利
用
者
に
と
っ
て
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
が
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
肢
の

ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業

体
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
雇
用
機
会
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
、
と
わ
た

し
は
述
べ
た
。
N　
P　
O
や
生
協
に
限
ら
ず
、
協
セ
ク
タ
ー
の
ど
の
市
民
事
業

体
も
、
介
護
保
険
の
も
と
で
は
、（
1
）利
用
者
に
と
っ
て
は
サ
ー
ビ
ス
商
品

市
場
の
も
と
で
、（
2
）労
働
者
に
と
っ
て
は
労
働
市
場
の
も
と
で
、
い
ず
れ

も
他
の
事
業
者
と
対
等
な
条
件
の
も
と
で
競
争
に
勝
ち
抜
き
、
選
ば
れ
る
必

要
の
あ
る
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
労
働
商
品（service

）市
場
と
労
働
力
商

品（labor

）市
場
と
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
市
民
事
業
体
が
他
の
事
業
体
に

比
べ
て
競
争
優
位
に
あ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
利
用
者
か
ら
も
ワ
ー
カ
ー

か
ら
も
選
ば
れ
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
持
続
可
能
な
事

業
体
と
し
て
成
功
す
る
か
ど
う
か
に
は
、
べ
つ
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

う
、
よ
り
根
底
的
な
問
い
を
招
き
寄
せ
る
。

第
三
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
が「
自
分
が
や
っ
て
い
る
と
自
己
申

告
す
る
こ
と
」と「
実
際
に
や
っ
て
い
る
こ
と
」と
は
同
じ
で
は
な
い
。
調
査・

研
究
と
い
う
か
ら
に
は
、
対
象
の
自
己
申
告
を
鵜
吞
み
に
し
て
、
そ
れ
に
感

心
し
て
み
せ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
ケ
ア
の
よ
う
に
複
数

の
当
事
者
が
関
わ
る
と
こ
ろ
で
は
、
視
点
や
文
脈
を
変
え
れ
ば
、
意
図
と
効

果
と
の
あ
い
だ
に
ず
れ
や
ね
じ
れ
は
い
く
ら
で
も
発
見
で
き
る
。
当
事
者
に

は
見
え
な
い
死
角
を
も
視
野
に
収
め
る
こ
と
が
研
究
者
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

同
じ
こ
と
は
N　
P　
O
研
究
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、 

田

中
ら
の『
介
護
系
N　
P　
O
の
最
前
線
』﹇ 

田
中・ 浅
川・ 安
立2003

﹈は
、
二
〇
〇
一
年

度
に
お
け
る
事
業
高
ト
ッ
プ
一
六
団
体
を
紹
介（
著
者
ら
の
表
現
に
よ
れ
ば「
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
」）し
た
も
の
で
あ
り
、
調
査
研
究
で
も
分
析
結
果
で
も
な
い
。
そ
の

「
ト
ッ
プ
一
六
」に
は
、「
コ
ー
プ
こ
う
べ
」か
ら
誕
生
し
た「
神
戸
ラ
イ
フ
ケ

ア
ー
協
会
」や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
税12

❖

で
話
題
を
呼
ん
だ「
流
山
ユ
ー・
ア
イ

ネ
ッ
ト
」な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
収
入
規
模
は
、
一
位「
た
す
け
あ
い・
ゆ

い
」の
二
億
八
〇
〇
〇
万
円
か
ら
十
六
位「
わ
っ
く
室
蘭
」の
九
六
〇
〇
万
円

ま
で
、
億
に
近
い
単
位
に
の
ぼ
る13

❖

。
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
団
体
は
い
ず
れ

も
た
し
か
に
先
進
的
な
事
例
と
言
え
る
も
の
だ
が
、
そ
の
指
標
が「
収
入
高
」

だ
け
に
還
元
さ
れ
る
の
は
、
上
述
の 

田
中
ら
自
身
の
議
論
か
ら
見
て
も
説
得

力
に
欠
け
る
だ
ろ
う14

❖

。

多
く
の
論
者
が
理
想
化
す
る「
参
加
型
福
祉
」に
批
判
的
な
立
場
を
と
る
の

は
、 

渋
谷
望
で
あ
る
。
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事
業
的
な
側
面
を
と
も
な
わ
な
い
運
動
に
も
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
必
要
だ
し
、

実
際
に
は
そ
れ
に
あ
た
る
活
動
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
動
体
の

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は「
見
え
な
い
労
働
」と
な
っ
て
き
た
。
自
発
性
や
無
償
性
を

前
提
と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
側
面
を
持
つ
N　
P　
O
で
は
、
人
的
資
源
の
動

員
は
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
N　
P　
O
論
者
は
こ
れ
を「
企
業
に
お
い
て
は
存

在
し
な
い
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
N　
P　
O
独
特
の
高
度
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

能
力
が
要
求
さ
れ
て
い
る
」﹇ 

田
中・ 浅
川・ 安
立2003: 25

﹈と
言
う
。
と
い
う
の
は
、

企
業
の
人
事
管
理
は
、
賃
金
と
ポ
ス
ト
と
い
う
報
酬
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
N　
P　
O
で
は
そ
れ
ら
を
利
用
可
能
な
資
源
と
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、「
自
己
実
現
」と
い
う
目
に
見
え
な
い
報
酬
を

「
人
が
集
団
で
社
会
的
使
命
を
果
た
そ
う
と
す
れ
ば
、
管
理
は
ど
う
し
て

も
必
要
で
あ
る
」と
、
介
護
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の 

高
口
光
子﹇2006: 11

﹈は
書
く
。

 

高
口
は
介
護
施
設
の
人
事
管
理
の
プ
ロ
で
あ
る
。「
管
理
」と
い
う
言
葉
が

「
統
制
」を
連
想
さ
せ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
介
護
保
険
に
は
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と

い
う
し
く
み
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
保
険
の
枠
内
で
、
当
事
者
ニ
ー
ズ
に
と
っ

て
も
っ
と
も
コ
ス
ト・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
よ
い
サ
ー
ビ
ス
の
組
み
合
わ
せ

を
考
え
る
管
理
術
で
あ
る
。

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
べ
つ
に「
経
営
」と
も
訳
さ
れ
る
。
営
利
で
あ
れ
非
営

利
で
あ
れ
、
集
団
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
集
団
に
は「
経
営
」が
な
く
て

は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
非
営
利
の
団
体
に
は「
経
営
」が
想
定
さ
れ
な
い

ば
か
り
か
、
営
利
事
業
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
理
由
で
忌
避
す
ら
さ
れ
て

き
た
。
経
営
と
は
ま
ず
第
一
義
的
に「
経
営
効
率
」と
い
う
名
の
コ
ス
ト・パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
追
求
を
意
味
し
、
利
潤
の
最
大
化
を
め
ざ
す
も
の
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
N　
P　
O
や
社
会
福
祉
法
人
の
よ
う
な
公
益
法
人
の

多
く
は
こ
れ
ま
で「
経
営
」を
念
頭
に
置
か
ず
に
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
非

効
率
」な
活
動
を
放
置
し
て
き
た
。
介
護
保
険
以
後
、
ど
の
事
業
者
も
ま
っ

た
く
等
し
い
出
来
高
払
い
制
の
条
件
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

「
非
効
率
」は
批
判
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
り
、
事
業
の「
持
続
可
能
性
」が
問
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

福
祉
経
営

9

❖
12 

国
税
当
局
が「
流
山
ユ
ー・ア
イ
ネ
ッ
ト
」に
対
し
て
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
助
け
合

い
事
業
は「
請
負
業
」で
あ
り
、
人
材
派
遣
業
の
一
種
と
し
て
収
益
事
業
に
対
す
る
課
税
対
象
に
な

る
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に「
助
け
合
い
事
業
に
対
す
る
法
人
課
税
は
違
法
」と
し

て
千
葉
県
松
戸
税
務
署
長
を
訴
え
る
裁
判
を
お
こ
し
た
。
一
審
で
敗
訴
、
二
審
で
控
訴
棄
却
と

な
っ
て
、
敗
訴
が
確
定
し
た﹇ 

田
中・ 浅
川・ 安
立2003: 168-170

﹈。

❖
13 

一
六
団
体
は
上
記
に
あ
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
桜
実
会
、
た
す
け

あ
い・
あ
さ
ひ
、
ぬ
く
も
り
福
祉
会
た
ん
ぽ
ぽ
、
サ
ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
年
輪
、
長
寿
社
会
支
援
協
会
、

北
九
州
あ
い
の
会
、
た
す
け
あ
い
泉
、
思
い
や
り
支
援 

セ
ン
タ
ー
く
ま
の
、
福
祉
サ
ポ
ー
ト 

セ
ン

タ
ー
さ
わ
や
か
愛
知
、
は
な
ま
る
会
、
た
す
け
あ
い
佐
賀
、
り
ん
り
ん
。

❖
14 
事
実
、
上
位
団
体
一
六
の
う
ち
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
手
が
け
る
五
団
体
、
そ
の
な
か
で「
富

山
型
デ
イ
ケ
ア
」を
実
践
し
て
い
る
富
山
市
の「
は
な
ま
る
会
」の
紹
介
の
な
か
で
は
、「
富
山
型
」

の
創
設
者
で
あ
る「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
事
例
が
出
て
く
る
。
N　
P　
O
系
事
業
体
で
先
進
ケ
ア

を
実
践
す
る
モ
デ
ル
事
例
は
、
収
入
高
だ
け
で
は
判
定
で
き
な
い
。
こ
の「
ト
ッ
プ
一
六
」か
ら

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」が
洩
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
本
文
の
中
で
わ
ざ
わ
ざ
触
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
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学
際
的
分
野
と
す
る
が
、
そ
の
な
か
に
、
ハ
ー
ド
の
施
設
環
境
と
い
う
福
祉

工
学
も
含
め
る
。
わ
た
し
の
考
え
る
福
祉
経
営
学
は
、
彼
が
考
え
る
よ
り
も

や
や
広
く
、
そ
れ
に
は
ハ
ー
ド
を
扱
う
建
築
学
を
含
む
。

わ
た
し
た
ち
の
共
同
研
究
者
の
ひ
と
り
で
あ
る 

朴
姫
淑
は
、「
福
祉
経
営
」

と
い
う
概
念
を
分
析
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
そ
れ
を「
事
業
体
の
目
的
で

あ
る
福
祉
と
存
続
の
条
件
で
あ
る
経
営
と
を
と
も
に
視
野
に
入
れ
た
経
営
」

﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・
建
築
学
研
究
室2006: 225

﹈と
定
義
す
る
。 

朴
は
さ
ら
に

こ
の
概
念
を
学
位
論
文「
1　
9　
9　
0
年
代
以
後
地
方
分
権
改
革
に
お
け
る
福

祉
ガ
バ
ナ
ン
ス

―
旧
鷹
巣
町（
北
秋
田
市
）の
福
祉
政
策
か
ら
」﹇ 

朴2009

﹈に

お
い
て
、
発
展
さ
せ
て
い
る
。 

朴
に
よ
れ
ば「
福
祉
経
営
」と
は「
現
状
の
福

祉
事
業
体
か
ら
帰
納
的
に
導
き
出
せ
る
概
念
」で
は
な
く
、「
こ
れ
か
ら
福

祉
事
業
体
が
目
指
す
べ
き
経
営
の
姿
を
指
す
規
範
概
念
」で
あ
る
と
し
て
お

り
、
こ
の
点
に
は
わ
た
し
も
同
意
す
る
。
そ
の
う
え
で
彼
女
が
あ
げ
る「
福

祉
経
営
」は
ま
ず
第
一
義
的
に「
デ
マ
ン
ドdem

and

」（
需
要
）で
は
な
く「
ニ
ー

ズneeds

」（
必
要
）に
応
じ
て
財・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
組
織
を
対
象
と
し
、

以
下
の
五
つ
の
条
件
を
備
え
た
も
の
と
定
義
さ
れ
る
。「
①
利
用
者
に
対
す

る
包
括
的
支
援（
ケ
ア
の
質
）、
②
労
働
者
の
雇
用
条
件
の
確
保（
労
働
力
再
生
産
）、

③
事
業
体
の
持
続
性（
経
営
責
任
と
経
営
効
率
性
）、
④
地
域
と
の
関
わ
り（
住
民
参
加

と
地
域
資
源
と
の
連
携
）、
⑤
制
度・
政
策
的
提
案
能
力（
社
会
的
行
動
）と
い
う
五
要

素
が
相
対
的
に
最
大
化
す
る
経
営
」﹇ 

朴2009: 55

﹈で
あ
る
。

わ
た
し
自
身
は「
福
祉
経
営
」を
、（
1
）ケ
ア
の
受
け
手
と
ケ
ア
の
与
え
手

双
方
の
利
益
が
最
大
化
す
る
よ
う
な
、（
2
）持
続
可
能
な
事
業
の
、（
3
）ソ

用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
運
動
体
や
N　
P　
O
な
ど
の
現
場

で
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
き
た
人
々
が
、
企
業
経
営
者
に
比
べ
て
も
高

い
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
経
験
が
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
こ
の
側
面
を 
田
中
は
N　
P　
O
の「
人
材
養
成
機
能
」と
呼
ぶ
。

福
祉
事
業
に「
経
営
」概
念
を
積
極
的
に
持
ち
こ
み
、「
福
祉
経
営
」の
概
念

を
も
っ
と
も
先
駆
的
に
導
入
し
た
の
は
、 

京
極
高
宣
で
あ
る
。「
社
会
福
祉

の
経
営（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）の
側
面
を
金
も
う
け
で
け
し
か
ら
ん
と
考
え
る
古
い

頭
の
学
者
も
少
な
か
ら
ず
い
る
の
で
、
社
会
福
祉
研
究
者
も
発
想
の
転
換

を
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇ 
京
極2003b: 381

﹈と
彼
は
言
う
。
一
九 

九
八
年
に
彼
は「
ビ
ジ
ネ
ス
感
覚
と
福
祉
の
心
の
調
和
」と
し
て
の「
福
祉
経

営
」を
提
唱
し
、
福
祉
経
営
を「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
過
程
の
経
営
管
理
」

で
あ
る
と
定
義
す
る﹇ 

京
極1998: 121

﹈。
そ
の
う
え
で
、
福
祉
経
営
の
公
準（
原

則
）を
、
営
利
団
体
に
も
共
通
す
る（
1
）効
率
性cost-perform

ance

だ
け

で
な
く
、（
2
）公
平
性equity

と
、（
3
）接
近
性accessibility
で
あ
る
と

す
る﹇ 

京
極1998: 122-123

﹈。

 

京
極
は
福
祉
経
営
の
構
成
部
門
と
し
て
、（
1
）サ
ー
ビ
ス
管
理
、（
2
）人

事
管
理
、（
3
）設
備（
施
設
）管
理
、（
4
）財
務
管
理
、
そ
れ
に
加
え
て（
5
）

ハ
ー
ド
の
施
設
環
境
整
備
の
五
部
門
を
挙
げ
る
。（
1
）は
福
祉
事
業
体
が
生

産
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
財
の
品
質
管
理
で
あ
り
、（
2
）（
3
）（
4
）は
そ
れ

ぞ
れ
、
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
の
管
理
に
あ
た
る
。（
5
）の
ハ
ー
ド
は
、「
経

営
の
環
境
条
件
」と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ワ
ー
カ
ー
の「
処
遇
条
件
」に

も
影
響
す
る
。
彼
は
福
祉
経
営
学
を
、
財
政
学
、
経
済
学
、
経
営
工
学
等
の
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る
な
ら
ば
、
限
ら
れ
た
資
源
を
効
率
よ
く
使
う
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ

の
要
請
は
、
市
民
事
業
体
だ
か
ら
と
い
っ
て
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
3
）ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
両
面
に
わ
た
る
経
営
管
理
を
あ
げ
る
こ
と
で
、

ハ
ー
ド
面
を
強
調
す
る
の
は
、
他
の
福
祉
経
営
論
と
は
異
な
る
点
か
も
し
れ

な
い
。
経
営
管
理
に
は
、
人
事
管
理
、
財
務
、
渉
外
、
教
育
研
修
等
の
ソ
フ

ト
面
も
重
要
だ
が
、
施
設
、
環
境
、
設
備
、
機
材
等
の
ハ
ー
ド
を
欠
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
N　
P　
O
論
等
で
、
ハ
ー
ド
面
の
経
営
管
理
が

あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
イ
ン
フ
ラ
投
資
を
と
も
な
わ
な
い

主
と
し
て
労
働
集
約
型
の
タ
イ
プ
の
活
動
に
、
従
来
の
N　
P　
O
活
動
が
限
定

さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
施
設
経
営
を
視
野
に
入
れ
た 

京
極
の

「
福
祉
経
営
」論
に
は
ハ
ー
ド
が
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
し
、
各
種
の
介
護
施

設
に
と
っ
て
大
な
り
小
な
り
イ
ン
フ
ラ
投
資
は
不
可
欠
で
あ
る
。
ハ
ー
ド
面

へ
の
相
対
的
な
無
関
心
は
、
ま
だ「
福
祉
経
営
」が
フ
ロ
ー
に
の
み
焦
点
化
し
、

ス
ト
ッ
ク
と
そ
の
形
成
と
に
関
心
を
寄
せ
て
こ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
の

余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
の
共
同
研
究
は
建

築
学
の
専
門
家
を
含
ん
で
い
る
が
、
ハ
ー
ド（
空
間
設
計
）が
ソ
フ
ト（
ケ
ア
の
質
）

を
規
定
し
、
ま
た
ソ
フ
ト
が
ハ
ー
ド
に
影
響
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
福

祉
経
営
に
ソ
フ
ト
の
み
な
ら
ず
ハ
ー
ド
面
の
経
営
管
理
を
含
め
る
こ
と
は
ま

す
ま
す
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
4
）市
民
の
合
意
と
資
源
の
調
達
は
、
多
く
の
市
民
事
業
体
の
実
践
者
た

ち
が「
地
域
へ
の
開
放
性
」と
か「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
動
員
」「
地
域
資
源
と
の

連
携
」と
呼
び
、 
朴
が「
地
域
と
の
関
わ
り
」と
呼
ぶ
も
の
だ
が
、
そ
れ
よ
り

フ
ト
と
ハ
ー
ド
両
面
に
わ
た
る
経
営
管
理
の
あ
り
か
た
、
と
定
義
し
て
き
た

が﹇
上
野・ 

中
西2008

﹈、 

田
中
や 

朴
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
こ
れ
に
、（
4
）

市
民
の
合
意
と
資
源
の
調
達
、
お
よ
び（
5
）社
会
的
設
計
の
提
案
と
実
践
を

つ
け
加
え
た
い
。
詳
論
し
よ
う
。

（
1
）ケ
ア
の
受
け
手
と
ケ
ア
の
与
え
手
双
方
の
利
益
が
最
大
化
す
る
と
い

う
条
件
は
、
こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
に
、
ケ
ア
と
は
受
け
手
と
与
え

手
と
の
相
互
行
為
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
も
と
づ
く
。
ケ
ア
と
い
う
特
殊

な
サ
ー
ビ
ス
財
が
、
ワ
ー
カ
ー
が
生
産
す
る
そ
の
時・
そ
の
場
で
利
用
者
に

よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
と
い
う
性
格
か
ら
、
相
互
行
為
に
関
与
す
る
複
数
の
ア

ク
タ
ー
の
う
ち
一
方
だ
け
の
利
益
に
な
る
よ
う
な
ケ
ア
を
よ
い
ケ
ア
と
は
言

え
な
い
、
と
い
う
立
場
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。「
利
用
者
本
位
」「
消
費
者
主

権
」と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
営
利
企
業
も
掲
げ
る
。
だ
が
、「
お
客
様
第
一
」

と
い
う
企
業
の
人
事
管
理
が
、
ワ
ー
カ
ー
の
ス
ト
レ
ス
や
犠
牲
を
招
く
な
ら
、

そ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
ケ
ア
の
現
場
で
ワ
ー
カ
ー

の
ス
ト
レ
ス
が
、
結
局
は
弱
者
で
あ
る
受
け
手
に
し
わ
よ
せ
さ
れ
る
こ
と
を

過
去
の
経
験
は
示
し
て
き
た
。
ケ
ア
と
い
う
相
互
行
為
に
複
数
の
ア
ク
タ
ー

が
関
与
す
る
な
ら
、
ケ
ア
の
質
を
、
そ
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る「
消
費
者

満
足
」だ
け
で
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
事
業
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
非
営
利
で
あ
っ
て
も
そ
の（
2
）持
続
可

能
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
介
護
保
険
準
市
場
下

に
お
け
る
各
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
間
競
争
が
、
公
定
価
格
の
も
と
で
の
出
来

高
払
い
制
と
い
う
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
競
争
の
も
と
に
置
か
れ
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と
ら
わ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
制
度
の
枠
を
越
え
た
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、「
富
山
型
」の
名
で
知
ら
れ
る「
小
規

模
多
機
能
型
介
護
施
設
」の
よ
う
に
、
新
し
い
制
度・
政
策
の
シ
ー
ズ
と
な

り
、
制
度
改
革
に
あ
た
っ
て
行
政
に
よ
っ
て
モ
デ
ル
事
業
化
さ
れ
た
も
の

も
あ
る
。
わ
た
し
が
こ
れ
を「
制
度
改
革
」「
政
策
提
案
」に
限
定
し
な
い
の

は
、
こ
れ
ら
の
実
践
が「
ま
だ
存
在
し
な
い
が
、
あ
り
う
る
社
会
を
構
想
す

る
」社
会
設
計social design

の
ビ
ジ
ョ
ン
を
と
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
た
ん
な
る
提
案
機
能
で
は
な
く
、
そ
れ
を
社
会
的
に
実
現
し
て

い
く
た
め
の
合
意
調
達
を
求
め
て
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
側
面
を
持
つ
か
ら

で
あ
る
。
市
民
事
業
体
に「
政
策
提
案
機
能
」を
あ
げ
る
論
者
は
多
い
が
、
市

民
事
業
体
は
た
ん
に
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
機
能
を
持
っ
て

い
る
だ
け
で
は
な
い
。
自
ら
に
課
し
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン（
使
命
）を
実
現
す
べ
く
、

社
会
的
合
意
を
調
達
す
る
こ
と
を
も
タ
ス
ク
と
し
て
い
る
。
ふ
た
た
び
富
山

の「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」を
例
に
あ
げ
れ
ば
、
彼
女
た
ち
は
介
護
事
業
を
継

続
す
る
だ
け
で
な
く
、
少
な
か
ら
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
情
報
発
信
活
動
に
割
い

て
い
る
。「
富
山
型
小
規
模
多
機
能
施
設
起
業
家
セ
ミ
ナ
ー
」を
継
続
的
に
実

施
し
、
人
材
育
成
活
動
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結
果
起
業
に
至
っ
た
他
の
事
業

者
た
ち
と「
ケ
ア
ネ
ッ
ト
富
山
」と
い
う
連
合
団
体
を
結
成
し
、
行
政
と
の
交

渉
窓
口
と
し
て
県
と
市
を
巻
き
こ
ん
で
創
業
支
援
制
度
を
成
立
さ
せ
た
。
ま

た
全
国
の
事
業
者
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
て「
小
規
模
多
機
能
ケ
ア
全
国
セ
ミ

ナ
ー
」を
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
計
七
回
に
わ
た
っ
て
開
催
し
、
介
護
保
険
改

訂
に
あ
た
っ
て
は
厚
労
省
に
対
す
る
圧
力
団
体
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て

も
も
っ
と
広
い
概
念
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
を
N　
P　
O
研
究
者
の  

田
中
尚
輝
は
、

介
護
系
N　
P　
O
に
は
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
い
う「
第
一
の
顧
客
」の
ほ
か
に
、

N　
P　
O
会
員
で
あ
る「
第
二
の
顧
客
」が
あ
り
、
N　
P　
O
は「
第
二
の
顧
客
を

対
象
と
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
能
力
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇ 

田
中・ 浅

川・ 安
立2003: 25

﹈と
表
現
す
る
。「
第
二
の
顧
客
」と
は
市
民
事
業
体
に
同
意

と
支
援
を
与
え
る
市
民
の
集
団
で
あ
る
。
こ
の
人
々
を「
地
域
」と
か「
住
民
」

と
か
の
名
称
で
呼
ば
ず
、「
市
民
」と
呼
ぶ
理
由
は
す
で
に
説
明
し
た
。
市
民

的
資
源
の
調
達
に
は
、
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
が
高
齢
者
の
外
出

支
援
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
地
域
密
着
型
の
も
の
も
あ
る
が
、
広
域
に

わ
た
る
場
合
も
あ
る
。
N　
P　
O
に
と
っ
て
、
こ
の「
第
二
の
顧
客
」は
か
な
ら

ず
し
も
会
員
や
地
域
に
限
定
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま

れ
」の
開
設
に
あ
た
っ
て
創
業
資
金
の
一
部
を
東
京
都
の
一
僧
侶
が
小
口
の

寄
付
を
募
っ
て
募
金
し
て
く
れ
た
こ
と
な
ど
が
こ
の
例
に
あ
た
る
。
自
ら
が

直
接
の
受
益
者
に
な
ら
な
く
て
も
、
事
業
体
の
趣
旨
に
共
鳴
し
て
寄
付
行
為

を
お
こ
な
う
人
々
が「
第
二
の
顧
客
」に
あ
た
る
。
財
団
か
ら
の
助
成
や
寄
付

も
重
要
な
市
民
的
資
源
で
あ
る
。
営
利
企
業
に
と
っ
て
は
、「
第
二
の
顧
客
」

と
は
株
主
に
あ
た
る
。
ま
た
公
共
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
福
祉
事
業
の
場

合
に
は
、
そ
の「
第
二
の
顧
客
」と
は
自
治
体
の
有
権
者
に
対
応
す
る
。
こ
の

「
第
二
の
顧
客
」の
合
意
の
調
達
に
失
敗
し
た
例
が
、
15
章
で
論
じ
る
旧
鷹
巣

町
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

最
後
に（
5
）社
会
的
設
計
の
提
案
と
実
践
を
あ
げ
た
い
。
N　
P　
O
を
含
む

多
く
の
市
民
事
業
体
は
、
現
場
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
こ
れ
ま
で
の
制
度
に
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り
結
果
で
あ
る
。
複
数
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
あ
い
だ
に
異
な
る
利
害
が

あ
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
そ
の
利
害
に
優
先
順
位
を
つ
け
る
と
し
た
ら
、
当

事
者
ニ
ー
ズ
を
第
一
義
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
本
書
の「
当
事
者
主
権
」

の
理
念
は
変
わ
ら
な
い
。「
福
祉
経
営
」が「
福
祉
を
実
践
す
る
」と
い
う「
目

標
」を
持
っ
て
い
る
限
り
、「
当
事
者
ニ
ー
ズ
」は
第
一
の
公
準
で
あ
る
と
い

う
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
有
権
者
の
合
意
と
い
う「
公
共
の
意
思
決
定
」が
調

達
さ
れ
た
場
合
で
さ
え
、
税
金
と
い
う
公
共
の
資
源
を
当
事
者
が
の
ぞ
ま
な

い
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
用
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は「
福
祉
」で
は
な
く
、
有

権
者
の
自
己
満
足
や
自
己
欺
瞞
の
た
め
に
資
源
動
員
し
た
と
言
わ
れ
て
も
し

か
た
が
な
い
。
事
実
、
障
害
福
祉
政
策
の
も
と
で
は
、
人
里
離
れ
た
僻
地
に

大
規
模
コ
ロ
ニ
ー
を
つ
く
る
な
ど
し
て
障
害
者
を
健
常
者
か
ら
隔
離
し
、
管

理
す
る
政
策
が
公
然
と
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
ハ

ン 

セ
ン
病
患
者
に
つ
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は「
障
害
者
福
祉
」

で
は
な
く「
健
常
者
福
祉
」と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
否
、
福
祉
政
策
ど
こ

ろ
か
、「
障
害
者
抑
圧
政
策
」と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。 

セ
ン
の

「
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
」が
示
す
通
り
、
福
祉
が「
社
会
的
弱
者
」の
必
要
に

応
え
る
と
い
う
政
策
目
的
を
持
っ
て
い
る
以
上
、
当
事
者
ニ
ー
ズ
を
第
一
義

に
置
く
こ
と
の
重
要
性
は
、
何
度
で
も
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
福

祉
目
的
あ
っ
て
の
福
祉
経
営
な
ら
、
こ
の
本
来
の
目
的
は
、
忘
れ
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 

京
極
は
福
祉
の「
公
準
」に
、
公
平
性
と
接
近
性
を
あ
げ
る
―
も
っ
と
わ

か
り
や
す
く
言
え
ば
、
必
要
な
人
に
は
い
つ
で
も
だ
れ
で
も
利
用
可
能
な

い
る
。
他
の
事
業
者
を
育
成
す
る
こ
と
は
近
視
眼
的
に
見
れ
ば
ラ
イ
バ
ル
を

育
て
る
こ
と
で
あ
り
、
事
実
富
山
市
内
の
一
部
の
住
宅
地
で
は
小
規
模
多
機

能
施
設
は
市
場
飽
和
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
だ
が
長
期
的
に
見
れ
ば
、
同
じ

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
デ
ィ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
す
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
存
在
感

を
高
め
、
連
携
に
よ
っ
て
政
治
的
発
言
力
と
行
政
と
の
交
渉
力
と
を
強
化

す
る
戦
略
的
な
活
動
な
の
だ
。
こ
れ
こ
そ「
運
動
で
あ
り
事
業
で
あ
る
」（ 

サ
ラ

モ
ン
）﹇ Salam

on 1999

﹈と
い
う
二
重
性
を
持
つ
市
民
事
業
体
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

逆
に
い
え
ば
、
運
動
体
で
あ
る
こ
と
と
事
業
体
で
あ
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
ど
の
よ
う
に
維
持
す
る
か
は
、「
福
祉
経
営
」に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
な

の
で
あ
る
。

「
福
祉
経
営
」が「（
福
祉
）ニ
ー
ズ
を
満
た
す
」と
い
う
目
的
を
持
つ
の
は
、

 

京
極
の
用
語
に
対
応
さ
せ
れ
ば「
福
祉
経
営
の
公
準
」で
あ
る
。 

朴
も
ま
た
、

「
福
祉
経
営
」が
対
象
と
す
る「
福
祉
事
業
体
」は「
必
要need
に
即
応
す
る

組
織
」と
定
義
す
る
。「
当
事
者
主
権
」の
用
語
で
、
わ
た
し
が「
ニ
ー
ズ
中

心
」を
主
張
す
る
の
は
そ
の
た
め
だ
が
、
そ
の
う
え
で
、 

朴
は
、
上
野
が
利

用
者
ニ
ー
ズ
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
な
ぜ
な
ら 

朴
が
論
じ

る「
福
祉
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」に
お
い
て
は
複
数
の
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

（
利
害
関
係
者
）の
あ
い
だ
の
利
害
の
調
整
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
地
方
自
治
を
主
題
と
す
る 

朴
の
福
祉
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
、
利
用
者

か
ら
納
税
者
に
至
る
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
関
与
す
る
の
は
当
然
だ

が
、
わ
た
し
の
関
心
は 

朴
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ニ
ー
ズ
の
な
い
と
こ
ろ
に

福
祉
は
存
在
し
な
い
。
当
事
者
ニ
ー
ズ
と
そ
の
満
足
は
、
福
祉
の
原
因
で
あ
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を
提
唱
す
る
。
福
祉
経
営
学
は
予
感
的
に
の
み
語
ら
れ
て
お
り
、
彼
自
身
に

よ
っ
て
は
実
践
さ
れ
て
い
な
い
。

福
祉
経
営
研
究
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
が
ら
実
践
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、 

三
富
紀
敬
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

ケ
ア
ワ
ー
ク
に
関
す
る
費
用
便
益
分
析
は
、
著
者（ 

三
富
）の
知
る
限

り
日
本
の
調
査
研
究
に
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
研
究
の
一
領
域
と
し
て
存

在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か（
か
っ
こ
内
引
用
者
）。 

﹇ 

三
富2005: 327

﹈

福
祉
経
営
の
研
究
対
象
は「
費
用
便
益cost-perform

ance

」分
析
に
尽
き

る
も
の
で
は
な
い
し
、
誰
の
費
用
で
誰
の
利
益
か
に
つ
い
て
も
、
複
数
の
ア

ク
タ
ー
が
関
与
す
る
た
め
に
、
一
般
の
営
利
企
業
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
。

だ
が 

三
富
の
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
。

本
書
は
部
分
的
で
あ
れ
、
以
上
の
提
唱
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
が
そ
の
提
供
す
る
ケ
ア
の
質
だ
け
で

な
く
、
福
祉
経
営
の
う
え
で
も
、
他
の
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
に
比
べ
て
相
対

的
に
優
位
性
を
持
つ
と
い
う
仮
説
に
立
つ
が
、
そ
れ
を
次
章
以
降
で
検
証
し

て
み
た
い
。

サ
ー
ビ
ス
が
ゆ
き
わ
た
る
―
が
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
公
的
福
祉

の
責
任
で
あ
ろ
う
。
協
セ
ク
タ
ー
の
福
祉
事
業
体
が「
公
平
性
」と「
接
近
性
」

に
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
、
わ
た
し
は
必
ず
し
も
考
え
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
利
用
者
＝
消
費
者
の「
選
択
」に
か
か
っ
て
い
る
。
介
護

保
険
が
高
齢
者
福
祉
を「
恩
恵
か
ら
権
利
へ
、
措
置
か
ら
契
約
へ
」と
転
換
し

た
と
言
わ
れ
る
と
き
、
要
介
護
者
も
ま
た「
利
用
者
」「
消
費
者
」へ
と
変
貌
し

た
。
と
な
れ
ば
誰
に
で
も
同
じ
標
準
化
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
供
給
さ
れ
る
と

い
う「
公
平
性
」や「
接
近
性
」よ
り
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、「
消
費
者
」と
な
っ

た
人
々
の「
賢
い
選
択
」が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
公
準
の
設
定
が
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、「
よ
い
ケ
ア
」と

は
何
か
、
ど
う
す
れ
ば「
よ
い
ケ
ア
」が
手
に
入
る
の
か
、
と
い
う
究
極
の
問

い
が
存
在
す
る
。
労
働
市
場
で
ワ
ー
カ
ー
が「
競
争
優
位
」を
求
め
て
雇
用
機

会
を
選
択
す
る
よ
う
に
、
サ
ー
ビ
ス
商
品
市
場
で
も「
競
争
優
位
」を
求
め
て

消
費
者
の
選
択
が
あ
る
。
複
数
の
選
択
肢
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、「
よ
い
ケ

ア
」は「
賢
い
消
費
者
」に
し
か
選
べ
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
二
一
世
紀
に
お
け
る
福
祉
経
営
学
の
確
立
は
わ
が
国
社
会
福
祉
の
学
問

的
課
題
の
一
つ
で
あ
る
」と
し
て
、 

京
極
は「
福
祉
経
営
学
会（
仮
称
）」の
設
立

お
わ
り
に

10
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N　
P　
O
と
並
ぶ
協
セ
ク
タ
ー
の
担
い
手
と
し
て
、
生
協
に
高
い
期
待
を
寄

せ
る
論
者
は
多
い﹇ 

川
口1994;  

京
極1998, 2002, 2003a, 2003b
﹈。

日
本
に
N　
P　
O
が
登
場
す
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
生
協
が
、「
市
民
参
加

型
福
祉
」の
担
い
手
と
し
て
の
経
験
と
実
績
を
積
ん
で
き
た
こ
と
に
は
疑
い

が
な
い
。

生
協
福
祉
と
い
う
用
語
を
最
初
に
使
用
し
た
の
は
前
出
の 

京
極
高
宣
で
あ

る
。 

京
極
は
自
著
に『
市
民
参
加
の
福
祉
計
画
』﹇1984

﹈と
タ
イ
ト
ル
を
冠
し

て
い
る
が
、
後
に
二
〇
〇
二
年
刊
の『
生
協
福
祉
の
挑
戦
』の
な
か
で
、
生
協

を
住
民
の
自
発
的
参
加
に
も
と
づ
く
共
助
の
典
型
例
と
し
た
う
え
で
、
回
顧

的
に
以
下
の
よ
う
な「
告
白
」を
寄
せ
る
。

私
が
こ
う
し
た
考
え
方
を
す
る
上
で
ど
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
か
と

生
協
福
祉
と
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

1

い
う
と
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
白
状
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
実
は
そ
の
一
つ

は
生
協
か
ら
で
あ
る
。
協
同
組
合
的
視
点
あ
る
い
は
、
生
協
的
な
視

点
を
も
う
少
し
福
祉
に
入
れ
ら
れ
な
い
か
と
当
初（
一
九
七
〇
年
代
）か
ら

思
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。 

﹇ 

京
極2003b: 16

﹈

日
本
に
あ
る
生
協
は
全
部
で
約
六
〇
〇
、
組
合
員
総
数
は
二
二
〇
〇
万
人
。

う
ち
生
活
ク
ラ
ブ
連
合
会
に
属
す
る
生
協
は
二
六
組
織
、
数
の
う
え
で
は
少

数
だ
が
、
こ
の
生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い

う
独
自
の
活
動
ス
タ
イ
ル
を
選
ん
で
き
た
こ
と
で
研
究
者
の
注
目
を
集
め
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
先
駆
的
に
生
協
福
祉
を
担
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
書
で
わ
た
し
が
対
象
と
し
た
生
協
福
祉
事
業
の
事
例
は
生
活
ク
ラ
ブ
系

生
協
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動
で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
は
社
会
的
企
業
の
一
種
と
し
て
、
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
の
モ
デ

ル
ケ
ー
ス
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

生
協
福
祉

第
11
章
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『
日
本
型
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
ー
プ
の
社
会
史
』の
著
者 

石
見
尚﹇2007

﹈も
ま
た

「
社
会
的
企
業
」に
言
及
す
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ま
た
は
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
ー
プ
と
は「
行
政
に
は
手
が
届
か
な
い
部
面
に
手
を
差
し
伸
べ
る

こ
と
」が
で
き
、
ま
た「
民
間
企
業
が
果
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
社
会
機
能
を

備
え
る
」、「
市
民
社
会
に
と
っ
て
公
益
性
の
あ
る
事
業
を
担
う（
中
略
）柔
軟

な
事
業
組
織
」で
あ
る
。 
石
見
は「
社
会
的
企
業（
中
略
）の
中
核
と
し
て
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
ー
プ
を
育
成
す
る
こ
と
は
、
世
界
の
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
る
」

と
ま
で
言
う﹇ 

石
見2007: 252-253

﹈。

 

石
見
が
生
協
や
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
ー
プ
を「
社
会
的
企
業
」に
含
め
、
N　
P

　
O
に
言
及
し
な
い
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
た
ん
に
法
人
格
が
違
う
だ
け
で

な
く
、
協
同
組
合
や
共
済
組
合
を「
非
営
利
セ
ク
タ
ー
」に
含
め
る
か
ど
う
か

に
は
議
論
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る﹇ Evers &

  Laville 2004=2007

﹈。
と
い
う
の
も

協
同
組
合
は
出
資
者
に
対
し
て
利
潤
の
配
分
を
禁
じ
て
い
な
い
か
ら
と
い

う
も
の
だ
が
、
非
営
利
セ
ク
タ
ー
か
ら
の
協
同
組
合
の
こ
の
除
外
を
、 

ボ

ル
ザ
ガ
と
ド
ゥ
フ
ル
ニ
は「
ア
メ
リ
カ
ン・
バ
イ
ア
ス
」﹇ Borzaga &

 D
efourny 

2001=2004

﹈と
呼
ぶ
。
協
同
組
合
が
も
と
も
と
公
益
や
共
益
の
た
め
に
生
ま

れ
た
組
織
で
あ
り
、
利
潤
の
配
分
に
も
一
定
の
制
限
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
、 

エ
ヴ
ァ
ー
ス
と 

ラ
ヴ
ィ
ル
は「
サ
ー
ド
セ
ク
タ
ー
」に
所
属
す
る

と
し
、
そ
の
根
拠
を
市
場
経
済
で
は
な
く
、
社
会
的
経
済
に
分
類
さ
れ
る
か

ら
と
す
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
ー
プ
の
歴
史
と
そ
の
間

の
異
同
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。「
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブw

ork-

ers collective

」ま
た
は「
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
ー
プ（
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
）workers 

cooperative

」は
、「
労
働
者（
生
産
者
）協
同
組
合
」と
訳
さ
れ
、
も
と
も
と

は
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ニ
ス
ム
や
サ
ン
デ
ィ
カ

リ
ズ
ム
と
と
も
に
社
会
主
義
の
系
譜
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ロ
バ
ー
ト・オ
ウ

エ
ン
や
シ
ャ
ル
ル・
フ
ー
リ
エ
ら
の
協
同
主
義
か
ら
発
生
し
た﹇ M

ellor et al. 

1988=1992

﹈。
消
費
者
協
同
組
合
や
労
働
組
合
と
な
ら
ん
で
、
生
産
の
協
同

を
目
的
と
す
る
。
日
本
に
は
生
産
協
同
組
合
、
労
働
者
協
同
組
合
、
高
齢
者

協
同
組
合
等
の
長
い
歴
史
が
あ
る
が
、
本
書
が
対
象
と
す
る
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
八
〇
年
代
以
降
消
費
生
活
協
同
組
合
の
な
か
か
ら
、
主

と
し
て
組
合
員
女
性
を
担
い
手
と
し
て
成
立
し
た
共
同
出
資
に
よ
る
労
働
組

織
の
う
ち
、
介
護
保
険
下
の
指
定
事
業
所
へ
と
参
入
し
た
福
祉
事
業
体
を
対

象
と
す
る
。
介
護
保
険
に
参
入
し
た
事
業
者
に
は
、
他
に
農
協
系
や
高
齢
協

系
の
事
業
体
も
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
生
協
系
に
限
定
す
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
ー
プ
と
は
互
換
的
に
使

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
書
で
は
対
象
と
す
る
担
い
手
自
身（
生
協
系
の
事

業
体
）が
採
用
す
る
用
語
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
使
用
す
る
。
こ

の
ふ
た
つ
の
あ
い
だ
に
は
日
本
語
圏
で
は
微
妙
な
、
し
か
し
決
定
的
な
違
い

が
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
主
と
し
て
生
協
活
動
か
ら
生
ま

れ
た
女
性
を
担
い
手
と
す
る
事
業
体
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
ー
プ
は
、
労
働
組
合
運
動
の
な
か
か
ら
、
工
場
閉
鎖
や
自
主
管
理
の
動
き

に
と
も
な
っ
て
、
主
と
し
て
中
高
年
の
男
性
の
職
場
づ
く
り
と
し
て
成
立
し

た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
高
齢
協
も
こ
の
系
譜
に
属
す
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
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コ
ー
プ
が
世
帯
主
男
性
の
雇
用
創
出
と
い
う
切
実
な
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
の

に
対
し
て
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
既
婚
無
業
女
性
の「
新
し
い
働

き
方
」（ 

天
野
正
子
）﹇ 
天
野1997

﹈と
し
て
誕
生
し
た
。
し
た
が
っ
て
両
者
は
担
い

手
の
経
済
階
層
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
お
い
て
対
照
的
で
あ
る
。 

石
見
の
著
書
が

両
者
を
含
む
の
は
水
と
油
を
共
に
し
た
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
介
護
保
険
に
参
入
し
た
の
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
と
高
齢
協
、
そ
し
て
農
協
婦
人
部
な
ど
、
す
な
わ
ち
女
性
と
高
齢
者
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
介
護
労
働
が
、
せ
い
ぜ
い
家
計
補
助
収
入
に
し
か
な
ら
な

い（
既
婚
女
性
に
と
っ
て
は
夫
の
収
入
に
対
し
て
、
高
齢
者
に
と
っ
て
は
年
金
収
入
に
対
し
て
、
補

助
的
な
）低
い
水
準
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。

厚
労
省
に
よ
る
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
の
開
設
主
体
別
分
類
で

は
、
生
協
系
と
農
協
系
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
協
同
組
合
法
人
と
い

い
な
が
ら
、
今
や
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
い
て
日
本
最
大
の
金
融
機
関
で
あ
り
、

政
治
的
な
利
権
団
体
と
な
っ
た
農
協
を
、
協
同
組
合
の
ほ
ん
ら
い
の
意
味
で

あ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
な
す
論
者
は
少
な
い
。
巨
大
化
し
た
協
同
組

合
は
官
僚
制
化
し
、
生
協
と
い
え
ど
も
そ
の
傾
向
か
ら
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
不

祥
事
で
打
撃
を
受
け
た
雪
印
乳
業
が
、
北
海
道
の
酪
農
家
の
協
同
組
合
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
を
知
っ
て
、
驚
く
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
農
協
は

今
や
そ
れ
自
身
の
利
害
を
最
優
先
す
る
組
織
集
団
と
化
し
、
組
合
員
民
主
主

義
は
形
骸
化
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
農
協
と
生
協
と
を
分
類
上
区
別
す
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
都
市
型
の
生
協
は
ま
が
り
な
り
に
も
組
合
員
民
主
主
義
を
維

持
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
農
協
と
生
協
と

で
は「
地
域
」の
意
味
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
農
業
と
い
う
生
業
の
共
同

を
も
と
に
成
り
立
っ
た
農
協
に
は
、
加
入・脱
退
の
自
由
は
―
理
念
上
は

と
も
か
く
実
際
に
は
―
な
い
に
ひ
と
し
い
。
と
こ
ろ
が
都
市
型
の
生
協
は
、

「
消
費
」と
い
う
活
動
の
一
点
の
み
で
む
す
び
つ
い
た
共
同
性
で
あ
り
、
他
に

居
住
の
近
接
や
生
業
の
共
同
を
前
提
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う

な
集
団
は
部
分
的
な
帰
属
し
か
求
め
な
い
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
従

来
の
意
味
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

よ
く
誤
解
さ
れ
る
が
、
生
協
が
地
域
密
着
型
だ
と
い
う
の
は
ま
ち
が
い
で

あ
る
。
生
協
組
合
員
の
組
織
率
は
高
い
と
こ
ろ
で
も
地
域
住
民
の
一
〇
%
を

超
え
な
い
。
わ
た
し
が
八
〇
年
代
に
実
施
し
た「
女
縁
」の
調
査﹇
上
野1988; 

2008b

﹈に
よ
れ
ば
、
生
協
に
加
入
す
る
の
は「
安
全
な
食
材
」を
求
め
る
と
い

う
付
加
価
値
の
た
め
だ
が
、
生
協
に
加
入
し
た
と
た
ん
地
域
の
商
店
街
で
の

買
い
物
が
減
少
す
る
と
い
う
ト
レ
ー
ド
オ
フ
を
多
く
の
組
合
員
は
経
験
す
る
。

ま
た
供
給
に
ば
ら
つ
き
の
あ
る
生
協
に
す
べ
て
の
消
費
材
を
頼
る
と
い
う
生

協
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
の
高
い
組
合
員
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
地
元
の
商
店

や
ス
ー
パ
ー
と
生
協
で
の
購
入
と
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

生
協
は
六
〇
年
代
の「
流
通
革
命
」を
通
し
て
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
い

う
業
態
と
競
合
し
た
が
、
価
格
破
壊
効
果
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ「
安
全
」と
い
う
付
加
価
値
に
お
カ
ネ
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
を
使
う

用
意
の
あ
る
階
層
の
人
々
だ
け
を
組
織
す
る
こ
と
で
、「
選
ば
れ
た
集
団
」と

な
っ
て
き
た
。
生
協
関
係
の
先
行
研
究﹇ 

佐
藤・ 天
野・那
須1995

﹈は
、
生
協
組
合
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生
協
福
祉
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
と
い
う
よ
り
、
歴
史
的
に
は

そ
の
存
在
が
な
き
に
ひ
と
し
か
っ
た
N　
P　
O
に
比
べ
る
と
、
生
協
系
福
祉
事

業
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
歴
史
が
あ
り
、
む
し
ろ
介
護
保
険
の
制
度
設
計
者

の
側
か
ら
、
生
協
は
期
待
を
か
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
大
き
な
制
度
的
変
化

と
は
、
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
ぎ
っ
て
、
生
協
系
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の「
員

外
利
用
」制
限
が
は
ず
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
、
生
協
に
対
し

て
都
道
府
県
の
境
界
を
越
え
な
い
こ
と
や
、
員
外
利
用
の
制
限
を
す
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
規
制
を
か
け
て
き
た
行
政
の
姿
勢
か
ら
は
例
外
的
な
決
定
で

あ
っ
た
。

こ
の
制
度
的
変
化
が
、
官
の
側
が
生
協
を
応
援
し
よ
う
と
す
る
善
意
の
動

機
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
想
定
す
る
こ
と
に
は
、
過
去
の
経
緯
か
ら
し
て
無

理
が
あ
る
。
実
際
に
は
九
七
年
成
立
後
、
三
年
間
の
準
備
期
間
を
経
て
未
曾

有
の
経
験
に
乗
り
出
す
介
護
保
険
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
っ
て
、
十
分
な
数
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
を
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
政
府
に
と
っ
て
死
活

問
題
で
あ
っ
た
。
生
協
系
の
福
祉
事
業
は
そ
の
不
足
を
埋
め
る
た
め
に
要
請

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
員
外
利
用
制
限
の
廃
止
」は
官
僚
の
ご
都
合
主
義
の

結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
こ
の
期
待
は
あ
た
り
、
介
護
保
険
初
年
度
の

開
設
事
業
者
別
分
類
で
は
、
生
協
を
含
む
協
同
組
合
が
三・
四
%
を
占
め
る

に
至
っ
た
。

だ
が
、
介
護
保
険
制
度
同
様
、
た
と
え「
不
純
な
動
機
」か
ら
で
あ
っ
て
も
、

政
策
意
図
と
政
策
効
果
と
の
あ
い
だ
に
は
ず
れ
が
生
じ
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス

の「
員
外
利
用
制
限
の
廃
止
」は
、
生
協
に
そ
の
後
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も

員
が
地
域
住
民
の
平
均
よ
り
も
、
学
歴・経
済
階
層
と
も
に
高
い
こ
と
を
実

証
し
て
い
る
。

班
購
入
方
式
の
せ
い
で
、
近
隣
共
同
体
と
見
な
さ
れ
て
い
る
ふ
し
の
あ
る

生
協
組
合
員
の「
共
同
性
」は
、
居
住
の
近
接
に
そ
れ
ほ
ど
依
存
し
て
い
な
い
。

高
密
度
に
集
積
し
た
都
市
の
集
合
住
宅
で
、
二
〇
〇
戸
の
世
帯
の
う
ち
五
人

が
班
を
構
成
す
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
を「
居
住
の
近
接
」で
説
明
で
き
る
だ
ろ

う
か
。
彼
女
た
ち
自
身
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
生
協
に
あ
る
の
は
、
む
し

ろ「
地
域
か
ら
浮
い
て
い
る
」人
た
ち
の
共
同
性
な
の
で
あ
る
。

事
実
、
生
協
福
祉
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る 

京
極
自
身
が
、
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

今
ま
で
は
組
合
員
同
士
の
狭
い
世
界
の
活
動
で
、
厳
し
い
言
い
方
を

す
る
と
、
あ
ま
り
地
域
に
目
を
向
け
な
い
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
た
の
で

す
が
、
地
域
の
仲
間
と
し
て
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

意
識
が
育
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
て
い
る
。

 

﹇ 

京
極2002; 2003b: 91-92
﹈

 

京
極
の
語
る
変
化
は
、
介
護
保
険
以
後
の
変
化
を
さ
し
て
い
る
。
わ
た
し

の
観
察
も 

京
極
と
重
な
る
。

介
護
保
険
は
N　
P　
O
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
、

介
護
保
険
と
生
協
の
福
祉
事
業

2
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生
協
福
祉
に
以
前
か
ら
強
い
関
心
を
寄
せ
て
き
た 

京
極
に
よ
れ
ば
、「
他

の
事
業
体
に
は
見
ら
れ
ぬ
生
協
福
祉
の
優
れ
た
特
色
」と
は
以
下
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

（
1
）生
活
者
＝
消
費
者
の
立
場
を
持
ち
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
と

担
い
手
が
同
じ
組
合
員
と
し
て
共
通
性
を
持
つ

（
2
）日
常
的
な
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る

（
3
）日
常
的
な
相
互
援
助
を
母
体
に
福
祉
リ
ー
ダ
ー
を
輩
出
す
る
な
ど

人
材
養
成
の
効
果
が
あ
る

（
4
）大
規
模
生
協
に
お
い
て
は
福
祉
活
動
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が

総
合
的
で
多
様
な「
福
祉
の
デ
パ
ー
ト
的
展
開
」が
可
能
と
な
る

 

﹇ 

京
極2003b: 35-36

﹈

 

田
中
ら
の
あ
げ
る「
N　
P　
O
の
特
質
」と
比
較
す
れ
ば
、（
1
）が
当
事
者
性
、

（
2
）が
地
域
密
着
型
、（
3
）が
自
己
実
現
、（
4
）が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
に
そ

れ
ぞ
れ
対
応
す
る
だ
ろ
う
。（
1
）の「
同
じ
組
合
員
と
し
て
の
共
通
性
」は

「
員
外
利
用
制
限
の
廃
止
」で
崩
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
N　
P　
O
と
同
じ
よ

う
に「
利
用
者
と
担
い
手
の
相
互
性
」と
い
う
意
味
で
の
当
事
者
性
は
そ
こ
な

わ
れ
て
い
な
い
。（
2
）を「
地
域
密
着
型
」と
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
は「
地
域
」

の
ス
ケ
ー
ル
の
点
か
ら
留
保
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、 

田
中
の
い

生
協
福
祉
へ
の
期
待
と
自
負

3

た
ら
し
た
。
生
協
が「
地
域
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
い
う 

京
極
の

指
摘
も
そ
の
変
化
の
あ
ら
わ
れ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

介
護
保
険
施
行
後
、「
員
外
利
用
制
限
の
廃
止
」が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、

生
協
系
介
護
事
業
が
急
成
長
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

と
い
う
の
は
生
協
組
合
員
に
な
る
に
は
わ
ず
か
な
加
入
金
を
支
払
え
ば
す
み
、

実
際
介
護
保
険
開
始
前
の
共
助
型
生
協
福
祉
活
動
の
も
と
で
は
、
こ
の「
員

外
利
用
制
限
」を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
、
申
し
込
ん
で
き
た
利
用
者
に
事
後

的
に
生
協
に
加
入
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
裏
ワ
ザ
を
実
施
し
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。
だ
が
、
低
料
金
と
は
い
え
完
全
に
無
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
い

生
協
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
、「
結
局
、
お
カ
ネ
を
払
え
る
人
た
ち
ば

か
り
で
し
た
ね
え
」（
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
関
係
者
）と
な
る
。
つ
ま
り
経
済
階
層
に
よ

る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
お
こ
な
わ
れ
、
生
協
福
祉
は
こ
の
意
味
で
も
、
低
階

層
を
含
む「
地
域
」の
現
実
に
向
き
合
わ
ず
に
す
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

「
員
外
利
用
制
限
の
廃
止
」以
後
の
生
協
福
祉
は
、
利
用
者
の
面
で
も
ワ
ー

カ
ー
の
面
で
も
脱
生
協
化
が
進
行
し
た
。
経
営
的
に
自
立
で
き
る
条
件
が
も

た
ら
さ
れ
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
生
協
系
福
祉
事
業
体
の
な
か
に
は
、
生

協
本
体
か
ら
い
ち
じ
る
し
く
自
立
性
を
高
め
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
生
協
に

と
っ
て
は
予
想
外
の
展
開
を
各
地
で
見
せ
て
い
る
。
生
協
か
ら
生
ま
れ
た
生

協
福
祉
は
、
介
護
保
険
制
度
の
も
と
で
、
生
協
本
体
を
食
い
破
っ
て
成
長
す

る
動
き
を
予
感
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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生
協
自
身
が
、
福
祉
の
担
い
手
と
し
て
強
い
自
負
を
持
っ
て
い
る
。 

成
田
直

志
は
生
協
の
担
い
手
自
ら
の
発
言
を
引
用
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

地
域
購
買
生
協
の
福
祉
活
動・事
業（
以
下
、
生
協
の
福
祉
と
略
す
）の
取
り

組
み
は
、「
生
協
が
生
ま
れ
落
ち
た
瞬
間
か
ら
広
い
意
味
の
福
祉
活
動

が
始
ま
っ
て
い
た
」﹇
日
本
生
協
連1993: 30

﹈も
の
で
あ
り
、
ま
た「
も
っ
と

も
生
協
ら
し
い
」﹇
日
本
生
協
総
合
研
究
所1991: 13

﹈活
動
の
ひ
と
つ
で
も
あ

る（﹇  

﹈内
本
文（
注
）よ
り
引
用
者
追
記
）。 

﹇ 

成
田2005: 359

﹈

九
〇
年
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
生
協
の
自
己
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
二
〇

〇
二
年
の
段
階
で（
つ
ま
り
介
護
保
険
施
行
後
に
な
っ
て
） 京
極
が
生
協
を「
眠
れ
る
獅

子
」と
呼
ん
だ
こ
と
に
は
、
事
実
誤
認
が
あ
る
。
わ
た
し
の
目
か
ら
見
れ
ば
、

生
協
は
地
域
福
祉
に
つ
い
て
、
と
っ
く
に「
目
ざ
め
て
」い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
地
域
福
祉
の
概
念
を
先
導
す
る
よ
う
な
試
行
的
な
経
験
を
積
み
重
ね
て

き
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
生
協
だ
っ
た
。
多
く
の
生
協
は「
助
け
合
い
」事
業

を
介
護
保
険
以
前
か
ら
開
始
し
て
い
る
。 

京
極
や 

朝
倉
の
生
協
福
祉
研
究
そ

の
も
の
が
、
そ
の
よ
う
な
先
進
事
例
を
研
究
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
の
事
例
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ
た
事
後
追
認
的
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
厚
労
省

の
生
協
に
対
す
る「
期
待
」も
ま
た
、
そ
の
実
績
や
経
験
に「
根
拠
」を
持
っ
て

い
た
。

た
と
え
ば
生
協
福
祉
の
先
進
的
な
事
例
と
し
て
多
く
の
論
者
が
あ
げ
る

コ
ー
プ
こ
う
べ
の「
く
ら
し
の
助
け
合
い
の
会
」は
、
八
三
年
に
灘
神
戸

う「
夜
逃
げ
の
で
き
な
い
」団
体
で
あ
る
点
で
は
、
N　
P　
O
と
生
協
系
事
業
体

と
の
あ
い
だ
に
は
共
通
点
が
あ
る
。

 

京
極
は
こ
れ
ら
の
生
協
福
祉
の「
優
れ
た
特
色
」を「
意
外
な
こ
と
に
生
協

組
合
員
に
は
ほ
と
ん
ど
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
現
状
」が
あ
る
と
指
摘
し
て
、

「
眠
れ
ぬマ
マ
獅
子
」（「
眠
れ
る
獅
子
」の
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
）が「
眠
り
か
ら
覚
め
て
起
き

上
が
る
」と
き
、「
巨
大
な
影
響
を
我
が
国
社
会
福
祉
業
界
に
も
た
ら
す
可
能

性
が
あ
る
」﹇ 

京
極2003b: 38

﹈と
熱
い
期
待
を
語
る
。

生
協
福
祉
の
数
少
な
い
先
行
研
究
者
の
ひ
と
り 

朝
倉
美
江
も
ま
た
、
生
協

福
祉
を「
生
活
福
祉
」と
呼
ん
で
、
地
域
福
祉
の
担
い
手
と
し
て
強
い
期
待
を

寄
せ
る
ひ
と
り
で
あ
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば「
生
活
福
祉
」と
は「
制
度
的
福
祉

の
限
界
を
、
自
助
や
互
酬
に
よ
る
自
立
生
活
支
援
と
し
て
生
活
問
題
を
当
事

者
中
心
と
し
た
住
民
の
主
体
的
、
自
発
的
な
共
同
に
よ
っ
て
解
決
す
る
方

法
」で
あ
り
、「
生
活
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
通
し
な
が
ら
主
体
的・自
発

的
に
人
と
人
と
の
相
互
支
援
関
係
を
蓄
積
し
、
共
同
を
形
成
し
て
い
く
／
問

題
解
決
を
め
ざ
す
と
同
時
に
、
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
強
化・再
生
す
る

機
能
を
持
つ
」﹇ 

朝
倉2002: 31-33

﹈と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
、
彼
女
は「
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」と
名
付
け
る
。
生
活
福
祉

の
担
い
手
で
あ
る
生
協
は
、
こ
の
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
た
め
の

重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
見
な
さ
れ
る
。

 

京
極
や 

朝
倉
ら
か
ら「
熱
い
期
待
」を
寄
せ
ら
れ
な
く
と
も
、
生
協
の
担
い

手
自
ら
が「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
」の
名
の
も
と
に
、
地
域
福
祉
の
ア
ク
タ
ー

と
し
て
名
乗
り
を
あ
げ
て
き
た
。
外
野
席
か
ら
期
待
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
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一
七
五
六
時
間
に
達
し
た
。
コ
ー
プ
こ
う
べ
を
そ
の
先
進
例
と
す
る
生
協
福

祉
―
彼
ら
自
身
の
用
語
で
は「
く
ら
し
の
助
け
合
い
活
動
」―
の
伸
び
率

を
示
し
た
の
が
、
図
14
で
あ
る﹇ 

成
田2005: 365

﹈。

生
協
福
祉
が
研
究
者
か
ら
熱
い
期
待
や
関
心
を
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
は
根

拠
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
限
界
が

あ
っ
た
。
生
協
福
祉
を
賞
揚
す
る 

京
極﹇2002; 2003b

﹈が
そ
の
対
象
と
し
た

事
例
は
、
二
〇
〇
一
年
当
時
で
、
コ
ー
プ
こ
う
べ
の
ほ
か
、
み
や
ぎ
生
協
、

生
活
ク
ラ
ブ
生
協（
千
葉
）、
コ
ー
プ
か
な
が
わ
、
生
協
ひ
ろ
し
ま
の
五
生
協

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
こ
の
分
野
で
は
先
進
事
例
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

生
協
関
係
者
に
導
か
れ
て
、
急
ぎ
足
で
現
地
を
視
察
し
た
と
お
ぼ
し
い 

京
極

の
レ
ポ
ー
ト
は
、「
コ
ー
プ
こ
う
べ
福
祉
文
化
憲
章
」や「
コ
ー
プ
か
な
が
わ

福
祉
活
動
の
め
ざ
す
も
の
」な
ど
、
そ
の
情
報
源
の
大
半
が
担
い
手
の
側
の

刊
行
物
に
依
存
し
て
お
り
、
し
か
も
理
念
や
目
標
に
関
す
る
も
の
が
中
心
と

な
っ
て
い
る
。

他
方
、 

朝
倉﹇2002

﹈の
調
査
対
象
は
コ
ー
プ
こ
う
べ
と
共
立
社
鶴
岡
生
協
、

い
ず
れ
も「
西
の
神
戸
、
東
の
鶴
岡
」と
言
わ
れ
た
生
協
の
老
舗
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
都
市
型
と
農
村
型
の
代
表
例
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
研

究
の
内
容
の
大
半
は
、
生
協
福
祉
の
意
義
と
理
念
、
そ
し
て
組
織
事
例
の
紹

介
に
割
か
れ
て
い
る
。
実
態
調
査
と
言
え
る
も
の
は
、「
助
け
合
い
」活
動
を

「
創
設
し
た
組
合
員
お
よ
び
現
在
運
営
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
組
合
員
」六
名

と
、
神
戸
の
利
用
者
六
名
と
鶴
岡
の
利
用
者
二
名
、
計
八
世
帯
へ
の
ヒ
ヤ
リ

ン
グ
調
査
で
あ
る
が
、
実
施
し
た
の
は
介
護
保
険
前
の
一
九
九
九
年
で
あ
り
、

生
協（
当
時
）で
始
ま
り
、
食
事
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
用
品
供
給
、
福
祉
情
報

提
供
な
ど
と
次
々
に
事
業
を
拡
大
し
、
九
五
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
に
際

し
て
め
ざ
ま
し
い
働
き
を
示
し
た
こ
と
で
急
成
長
し
、
介
護
保
険
施
行

直
前
の
二
〇
〇
〇
年
三
月
時
点
で
、
奉
仕
会
員
一
四
七
七
人
、
登
録
利
用

会
員
八
七
五
人
、
延
べ
利
用
者
数
七
七
五
九
人
、
年
間
利
用
時
間
数
八
万

図14　1990年～2003年度助け合い活動会員数および活動時間数の推移
　　　 ［ 成田2005: 365］
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二
九
、
組
合
員
総
数
三
一
万
人
、
総
供
給
高
八
七
〇
億
円
に
及
ぶ
巨
大
な

組
織
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
五
八
二
団

体
、
一
万
七
〇
〇
〇
人
を
数
え
、
福
祉
事
業
に
限
れ
ば（
高
齢
者
福
祉
と
子
育
て
支

援
を
含
む
）事
業
者
数
五
四
四
、
担
い
手
の
数
は
一
万
一
七
四
四
人
、
利
用
者

数
四
万
四
八
六
九
人
に
対
し
て
総
事
業
高
八
三
億
円
に
の
ぼ
る
。
福
祉
事
業

体
と
し
て
は
、「
日
本
最
大
規
模
」を
自
負
す
る﹇ 

岩
根2009: 139

﹈。
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
第
一
号
が
誕
生
し
た
の
は
、
一
九
八
六
年
。
そ
れ
か
ら

約
四
半
世
紀
の
あ
い
だ
に
、
こ
れ
だ
け
の
急
成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
、
ま
さ
に
介
護
保
険
前
夜
に
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
成
立
し
、
急
速
に
成
長
し
た
背
景
に
は
以
下
の
よ
う

な
複
合
的
な
要
因
が
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る﹇
上
野2006b: 136-137

﹈。

（
1
） 「
民
主
主
義
の
学
校
」で
あ
る
生
協
の
組
合
員
組
織
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
や
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
つ
け
た
女
性（
理
事
長
や
理
事
の
経
験
者
）に
、

次
の
受
け
皿
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

（
2
） 九
〇
年
代
以
降
の
長
び
く
不
況
圧
力
と
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
リ
ス
ト

ラ
の
も
と
で
、
組
合
員
女
性
の
あ
い
だ
に
も
就
労
圧
力
が
高
ま
っ
た
。

（
3
） に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
市
場
の
性
差
別
と
年
齢
差
別
の
せ
い
で
、

パ
ー
ト
を
含
む
労
働
市
場
の
な
か
に
四
〇
代
後
半
以
降
の
女
性
の
雇

用
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
同
然
だ
っ
た
。

（
4
） 他
方
で
、
経
済
の
ソ
フ
ト
化・
サ
ー
ビ
ス
化
は
進
行
し
、
女
性
を
担
い

手
と
す
る
労
働
集
約
型
産
業
の
需
要
は
拡
大
し
た
。

介
護
保
険
施
行
後
の
二
〇
〇
〇
年
八
月
の「
捕マ

捉マ

調
査
」（
補
足
調
査
の
誤
植
と
思

わ
れ
る
）﹇ 
朝
倉2002: 181

﹈の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
介
護

保
険
移
行
前
後
を
示
す
よ
う
な
デ
ー
タ
は
見
あ
た
ら
な
い
。 

朝
倉
の
い
う
生

協
福
祉
の
意
義
と
理
念
に
つ
い
て
は
わ
た
し
自
身
も
共
感
す
る
も
の
の
、
主

と
し
て
当
事
者
が
情
報
発
信
し
た
資
料
を
も
と
に
組
織
事
例
を
再
構
成
す
る

の
は
、
組
織
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
な
ぞ
る
結
果
に
し
か
な
ら
な
い
。「
実
態

調
査
」の
対
象
と
し
て「
生
協
組
合
員
の
中
で
も
く
ら
し
の
助
け
合
い
活
動
を

実
質
的
に
担
っ
て
い
る
活
動
家・リ
ー
ダ
ー
層
を
選
定
」﹇ 

朝
倉2002: 146

﹈す
れ

ば
、
組
織
の
代
弁
者
に
な
る
傾
向
が
強
い
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
予
見
で
き

る
。
事
実
、
六
人
の
事
例
レ
ポ
ー
ト
は
い
ず
れ
も
団
体
の
歴
史
的
な
軌
跡
を
、

個
人
史
に
お
け
る
成
長
や
成
熟
と
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
肯
定
的
な
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。
利
用
者
調
査
の
結
果
も
ま
た
、
生
協
福
祉
に
高
い
評
価
と
期

待
を
寄
せ
る
も
の
ば
か
り
だ
が
、「
利
用
者
満
足
」が
当
事
者
の
発
言
か
ら
は

あ
て
に
な
ら
な
い
指
標
で
あ
る
こ
と
は
7
章
で
詳
述
し
た
。
と
り
わ
け
介
護

保
険
以
前
の
よ
う
に
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
選
択
肢
が
い
ち
じ
る
し
く
限
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
は
、
他
の
選
択
肢
と
比
較
す
る
材
料
す
ら
持
た
な
い
場
合
が
多

く
、
不
満
を
い
う
ど
こ
ろ
か
、「
来
て
も
ら
え
る
だ
け
で
も
あ
り
が
た
い
」と

い
う
利
用
者
が
大
半
な
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
推
進
し
た
母
体
は
、
生
活
ク
ラ
ブ
生

協
で
あ
る
。
生
活
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
二
〇
〇
八
年
度
実
績
は
、
会
員
単
協

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
成
立
の
背
景

4
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（
5
） 急
速
な
人
口
高
齢
化
の
せ
い
で
、
医
療
福
祉
部
門
は
不
況
の
も
と
で
も

成
長
産
業
部
門
と
な
り
、
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
の
介
護
保
険
で
市
場
は

い
っ
き
ょ
に
拡
大
し
た
ば
か
り
か
、
福
祉
労
働
の
市
場
価
格
も
安
定

し
た
。

（
6
） 同
じ
不
況
圧
力
の
も
と
で
生
協
も
ま
た
経
営
の
リ
ス
ト
ラ
に
迫
ら
れ

た
だ
け
で
な
く
、
食
べ
も
の
生
協
か
ら
福
祉
生
協
へ
の
事
業
の
拡
大
と

転
換
を
図
っ
た
。

以
上
の
複
合
的
な
要
因
群
の
も
と
で
、「
い
わ
ば
意
欲
と
能
力
は
あ
る
が

行
き
場
の
な
い
中
高
年
女
性
労
働
力（
プ
ッ
シ
ュ
要
因
）と
、
他
方
生
協
に
お
け

る
経
営
の
リ
ス
ト
ラ
の
も
と
で
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ（
プ
ル
要
因
）と
が
協
働

し
て
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
生
ん
だ
」﹇
上
野2006b: 137

﹈。

だ
が
こ
れ
だ
け
で
は
生
活
ク
ラ
ブ
を
含
む
一
部
の
生
協
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
採
用
し
た
理
由
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
上

述
の
同
じ
要
因
群
は
、
そ
の
ま
ま
他
の（
日
本
生
協
連
合
加
盟
系
の
）生
協
が
パ
ー

ト
労
働
を
採
用
し
た
理
由
と
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
日
生
協
系
の
生
協
が

パ
ー
ト
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
っ
た
時
期
に
、
生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
は
そ

れ
に
追
随
し
な
か
っ
た
。
逆
に
生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
を
導
入
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
、
日
生
協
系
の
生
協
は
こ
れ
を
模

倣
し
な
か
っ
た1

❖

﹇
上
野2006b: 141

﹈。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
後
論
し
よ
う
。

本
研
究
で
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し

た
生
協
の
う
ち
、
以
下
の
三
つ
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
、
生
活
ク
ラ
ブ

生
協
千
葉
、
そ
し
て
九
州
一
円
に
展
開
す
る
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
を
選
ん

だ
。
そ
の
理
由
は
、（
1
）早
い
時
期
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
を
生
協
事
業

の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
、
先
駆
的
か
つ
自
覚
的
に
事
業
を
展
開
し
て
き
た

こ
と
、（
2
）と
り
わ
け
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
労
働
者
参
加

型
の
事
業
体
を
組
織
し
、
生
協
組
合
員
が
自
ら
担
い
手
と
な
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
き
た
こ
と
、（
3
）介
護
保
険
導
入
以
降
の
プ
ロ
セ
ス
で
、
以

上
の
三
事
例
が
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
を
遂
げ
、
い
わ
ば
福
祉
経
営
の
三

類
型
と
い
う
べ
き
興
味
深
い
分
化
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

そ
の
三
類
型
と
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
1
） 分
離
型

 …
…
…
…
…
…

神
奈
川

（
2
） 直
営
型

 …
…
…
…
…
…

千
葉

（
3
） 共
同
経
営
型

 …
…

九
州

こ
の
う
ち
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
理
事
長
を
つ

と
め
て
き
た 

横
田
克
巳
の
理
論
的
指
導
の
も
と
に
、
八
〇
年
代
か
ら
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う「
新
し
い
働
き
方
」を
先
駆
的・実
験
的
に
実

践
し
て
き
た
実
績
を
持
つ
。
八
九
年
に
は
福
祉
を
生
協
事
業
と
し
て
位
置

生
協
福
祉
の
三
類
型

5

❖
1 

上
野﹇2006b

﹈注（
13
）を
参
照
。
亀
田
篤
子
さ
ん
の
ご
教
示
に
よ
る
。
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た
経
営
戦
略
で
あ
る
。
九
八
年
に
は
介
護
保
険
導
入
を
に
ら
ん
で
社
会
福
祉

法
人「
た
す
け
あ
い
倶
楽
部
」（
二
〇
〇
四
年
に
社
会
福
祉
法
人「
生
活
ク
ラ
ブ
」と
名
称
変

更
）を
設
立
、
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
か
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム「
風
の

村
」、
ケ
ア
付
き
高
齢
者
住
宅「
サ
ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
高
根
台
」、
在
宅
介
護
支

援 

セ
ン
タ
ー
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

セ
ン
タ
ー
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
福
祉
事
業
を

展
開
し
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
に
は「
生
活
ク
ラ
ブ
風
の
村
」と
改
称
、 

池
田

が
理
事
長
を
勤
め
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
西
日
本
に
展
開
す
る
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
は
、
千
葉
と

同
じ
く
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
を
先
行
例
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
も
長
ら
く

専
務
理
事
を
つ
と
め
て
き
た 

行
岡
良
治
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
に
、

神
奈
川
や
千
葉
と
は
異
な
る
中
間
的
な
戦
略
を
採
用
し
て
き
た
。
そ
れ
は

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
独
自
性
を
認
め
な
が
ら
生
協
ブ
ラ
ン
ド
の

統
一
性
の
も
と
に
、
生
協
本
体
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
へ
の
支
援・

管
理
を
維
持
す
る
と
い
う
共
同
経
営
方
式
で
あ
る
。
九
五
年
に
グ
リ
ー
ン

コ
ー
プ
連
合
福
祉
連
帯
基
金
を
設
立
、
こ
の
戦
略
的
な
創
業
支
援
シ
ス
テ
ム

を
契
機
と
し
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
急
成
長
し
た
。
介
護
保
険

以
後
二
〇
〇
三
年
に
は
社
会
福
祉
法
人「
煌
き
ら
め
き
」を
設
立
し
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
る
介
護
事
業
は
こ
の
傘
下
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
二
〇
〇
八
年
に
社
会
福
祉
法
人「
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
」に
改
称
し
、 

行
岡

は
そ
の
理
事
長
に
就
任
し
た
。

生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
か
ら
生
ま
れ
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
他

に
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
東
京
や
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
北
海
道
な
ど
に
も
あ
る
が
、

づ
け
、「
福
祉
ク
ラ
ブ
生
協
」を
設
立
、
さ
ら
に
九
二
年
に
は
社
会
福
祉
法

人「
い
き
い
き
福
祉
会
」を
設
立
し
て
施
設
経
営
に
の
り
だ
し
た
。
他
の
生
協

は
、
神
奈
川
の
経
験
に
学
び
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
距
離
を
は
か
っ
て
地
域
特

性
に
合
わ
せ
た
独
自
の
展
開
を
図
っ
て
き
た
追
随
事
例
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

神
奈
川
の
経
験
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
神
奈
川
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
初
期
に
は
業
務
委
託・資
金
援
助
等
で
生
協
本
体
と
の
連

携
を
保
っ
て
き
た
が
、
N　
P　
O
法
の
施
行
後
、
生
協
か
ら
独
立
し
て
N　
P　
O

法
人
化
す
る
傾
向
が
強
ま
り
、
介
護
保
険
に
よ
っ
て
事
業
体
と
し
て
の
経
済

的
自
立
が
可
能
に
な
る
と
さ
ら
に
そ
の
傾
向
は
強
ま
っ
た
。
生
活
ク
ラ
ブ
生

協
神
奈
川
と
は
ゆ
る
や
か
な「
協
同・連
帯
」を
掲
げ
て
い
る
が
、
事
業
体
と

し
て
の
独
立
性
は
高
く
、
初
期
投
資
に
生
協
が
出
資
し
て
い
る
と
か
、
担
い

手
が
生
協
組
合
員
出
身
で
あ
る
と
か
の
共
通
点
を
の
ぞ
け
ば
、
事
業
体
の
分

離・独
立
性
が
高
い
。

他
方
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
千
葉
は
、
専
務
理
事
を
長
く
つ
と
め
て
き
た  

池

田
徹
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
導
入

し
な
が
ら
、
介
護
保
険
を
契
機
に
神
奈
川
と
は
対
照
的
な
選
択
を
し
た
。
そ

れ
は
九
〇
年
代
に
神
奈
川
に
追
随
し
て
展
開
を
遂
げ
て
き
た
生
協
傘
下
の
す

べ
て
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
対
し
、
介
護
保
険
の
導
入
に

当
た
っ
て
解
散・改
組
を
提
示
し
、
介
護
保
険
指
定
事
業
者
に
参
入
す
べ
く

直
営
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
再
編
を
断
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
再
編

に
よ
っ
て
、
介
護
事
業
は
生
協
グ
ル
ー
プ
直
営
事
業
の
一
部
門
と
な
っ
た
。

こ
の
選
択
は
、
神
奈
川
の
先
行
例
を
反
面
教
師
と
し
な
が
ら 

池
田
が
採
用
し
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調
査
結
果
を
も
分
析
に
と
り
こ
む
こ
と
と
す
る﹇
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
福
祉
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
会2000; 

東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
福
祉
連
帯
基
金

2001; 

東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006

﹈。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ（W

. C
o

と
略
称
す
る
こ
と
が
多
い
）の
定
義
は
、

そ
の
担
い
手
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

地
域
に
必
要
な
も
の
や
サ
ー
ビ
ス
を
市
民
事
業
と
し
て
事
業
化
し
、

自
分
た
ち
で
出
資
、
経
営
、
労
働
を
担
う
と
い
う
新
し
い
働
き
方
の
組

織
形
態
。 

﹇
福
祉
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
編2005: 233

﹈

消
費
協
同
組
合
と
同
じ
く
、「
出
資
、
運
営
、
利
用
」の
協
同
の
三
原
則
を
、

労
働
に
お
い
て
も
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
N　
P　
O
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
千
葉
県
連
合
会
の
H　
P 3

❖

に

よ
れ
ば
、「
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
は
」以
下
の
条
件
を
そ
な
え
た

労
働
組
織
で
あ
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
前
史

6

こ
れ
ら
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
生
協
か
ら
支
援
や
管
理
を
受
け

な
い
代
わ
り
、
独
自
に
法
人
格
を
取
得
し
て
独
立
性
を
高
め
た
ケ
ー
ス
が
多

く
、
以
上
の
三
類
型
の
な
か
で
は
神
奈
川
の「
分
離
型
」に
近
い
。
生
協
福
祉

事
業
の
展
開
例
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
三
類
型
に
尽
く
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
た
め
に
、
こ
の
三
事
例
は
比
較
と
検
討
に
値
す
る
。

こ
の
う
ち
わ
た
し
が
も
っ
と
も
深
く
関
わ
っ
た
の
は
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連

合
で
あ
る
。
九
四
年
に
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
が
福
祉
連
帯
基
金
を
設
立
す

る
に
あ
た
っ
て
、
組
合
員
の
合
意
形
成
を
め
ざ
し
た
講
演
会
の
講
師
を
つ

と
め
た
こ
と
か
ら
コ
ン
タ
ク
ト
が
生
ま
れ
た
。
九
八
年
に
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
連
合
会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
基
金
の
顧
問
就
任
を
懇
請
さ
れ
、

九
九
年
に
基
金
の
も
と
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
会
と
い
う
共

同
研
究
グ
ル
ー
プ
を
た
ち
あ
げ
た
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
設
立
か

ら
五
年
、
創
業
期
を
経
て
第
二
期
の
成
熟
期
に
入
っ
て
い
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
対
象
に
、
二
〇
〇
〇
年
の
介
護
保
険
導
入
に
そ
な
え
て
実

態
の
把
握
と
経
営
課
題
を
検
討
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
介
護
保
険
移
行

期
と
い
う
歴
史
的
な
転
換
期
に
あ
た
っ
て
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

と
い
う「
新
し
い
働
き
方
」の
実
験
が
い
か
に
変
化
に
対
応
す
る
か
と
い
う
千

載
一
遇
の
過
渡
期
を
見
逃
さ
な
い
た
め
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
の
記
述
が

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
を
主
と
す
る
の
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
事
例

研
究
か
ら
得
ら
れ
た
一
次
情
報
が
き
わ
だ
っ
て
豊
か
で
あ
る
と
い
う
事
情
に

よ
る
。
二
〇
〇
五
〜
〇
六
年
に
か
け
て
は
調
査
チ
ー
ム
を
組
ん
で
生
活
ク
ラ

ブ
生
協
神
奈
川
と
同
千
葉
の
事
例
に
つ
い
て
比
較
研
究
を
実
施
し
た2

❖

。
そ
の

❖
2 

こ
の
調
査
研
究
に
は
二
〇
〇
四
〜
〇
七
年
度
の
科
研
費
基
盤
研
究
A「
ジ
ェ
ン
ダ
ー・
福
祉・

環
境
お
よ
び
多
元
主
義
に
関
す
る
公
共
性
の
社
会
学
的
総
合
研
究
」（
研
究
代
表・上
野
千
鶴
子
）を

受
け
た
。

❖
3 http;//w

w
w

33.ocn.ne.jp/%
7Ew

cochilda/index.htm
l2006.3.30
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て
生
産
と
消
費
の「
も
う
ひ
と
つ
の
流
通
の
回
路alternative circulation

」

を
つ
く
ろ
う
と
す
る
資
本
主
義
批
判
の
思
想
的
伝
統
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
従
来

型
の
公
共
団
体
―
す
な
わ
ち
本
書
で
は
官
―
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
た
公

的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
批
判
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
の
理
論
的
指
導
者
の
ひ
と
り 

横
田
は「
税
金
資
本
セ
ク
タ
ー
と
産
業

資
本
セ
ク
タ
ー
に
対
し
、
参
加
型
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
市
民
資
本
セ
ク
タ
ー
」

を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て「
三
セ
ク
タ
ー

の
相
互
牽
制
関
係
を
つ
く
り
社
会
制
御
す
る
」﹇ 

横
田2002: 277

﹈と
い
う
遠
大

な
目
標
を
掲
げ
る
。
以
上
の
よ
う
に
日
本
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

は
、
そ
の
実
態
に
比
べ
て
過
大
な
期
待
を
背
負
わ
さ
れ
て
き
た
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
そ
の
も
の
の
出
自
は
、
福
祉
と
は
無
関
係

で
あ
る
。
初
期
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
総
菜
、
リ
サ
イ
ク
ル
、

編
集
、
配
送
な
ど
の
生
協
の
業
務
委
託
か
ら
始
ま
っ
た
。 

佐
藤
慶
幸
グ
ル
ー

プ
の
事
例
研
究﹇ 

佐
藤1988;  

佐
藤・ 

天
野・
那
須1995

﹈で
有
名
に
な
っ
た
生
活
ク

ラ
ブ
生
協
神
奈
川
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
第
一
号
、「
に
ん
じ
ん
」

（
八
二
年
設
立
、
企
業
組
合
法
人
格
取
得
）は
、
生
協
の
デ
ポ（
消
費
材
の
保
管
や
集
配
、
店
頭

販
売
な
ど
を
お
こ
な
う
店
舗
）の
業
務
委
託
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
だ
し
、
も
う
ひ
と

つ
、 
天
野
正
子
の
事
例
研
究
で
有
名
な「
凡
」（
八
四
年
設
立
）は
、
食
材
加
工
の

企
業
組
合
で
あ
る
。
も
と
も
と
食
材
の
共
同
購
入
を
目
的
と
す
る
購
買
組
合

だ
っ
た
消
費
者
生
協
が
、
福
祉
を
事
業
化
す
る
ま
で
に
は
い
く
ら
か
の
時
差

が
あ
っ
た
。

同
じ
目
的
を
持
っ
た
仲
間
が
集
ま
っ
て
、
地
域
に
根
ざ
し
た
有
用
な

事
業
を
興
し
ま
す
。
／
全
員
で
事
業
資
金
を
出
資
し
て
経
営
を
担
い
、

ま
た
、
雇
用
さ
れ
な
い
労
働
を
、
全
員
で
作
り
出
し
ま
す
。
／
働
く
こ

と
を
通
じ
て
、
社
会
的
な
自
立
、
経
済
的
な
自
立
、
精
神
的
な
自
立
を

め
ざ
し
ま
す
。
／
す
べ
て
の
こ
と
は
、
話
し
合
い
で
合
意
を
取
り
な
が

ら
決
定
し
ま
す
。
／
事
業
で
得
た
成
果
は
、
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
適

正
に
配
分
し
ま
す
。
／
労
働
の
報
酬
は
正
当
な
対
価
と
し
て
受
け
ま
す

が
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
非
営
利
事
業
で
す
。

こ
の
な
か
に
は
、（
1
）公
益
性
、（
2
）地
域
密
着
性
、（
3
）経
営
参
加
と

労
働
の
自
己
決
定
、（
4
）非
営
利
性
と
適
正
利
潤
等
の
、
協
セ
ク
タ
ー
の
事

業
体
の
特
徴
が
網
羅
的
に
含
ま
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
神
奈
川
が
掲
げ
る「
非
営
利・
協
同
」も
、
千
葉
に
い
う「
非

営
利
」も
、
持
ち
出
し
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
意
味
し
な
い
。
営
利
企
業
と
非

営
利
法
人
と
の
組
織
目
標
の
違
い
は
、
前
者
が「
最
大
利
潤m

axim
al ben-

efi t

」を
め
ざ
す
の
に
対
し
て
、
後
者
が「
適
正
利
潤optim

al benefi t
」を
求

め
る
こ
と
で
あ
り
、「
適
正
な
」利
益
や
報
酬
を
排
除
し
な
い
。
こ
の「
新
し

い
働
き
方
」が
経
済
的
自
立
を
志
向
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
論
者
に

よ
っ
て
温
度
差
が
あ
る
が
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
事
業
で
あ
っ

て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
な
い
こ
と
は
担
い
手
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、
生
協
が
扱
う
食
材
を
け
っ
し
て「
商
品
」と
は
呼
ば
ず
、

「
消
費
財
」を「
消
費
材
」と
名
づ
け
る
よ
う
に
、
市
場
的
な
財
の
循
環
に
対
し
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成
立
し
て
い
な
が
ら
、
前
者
と
後
者
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
違
い
は
、
ワ
ー

カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
活
動
が「
経
済
行
為
」で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、

後
者
は
あ
く
ま
で「
組
合
員
活
動
」の
一
環
と
し
て
の
助
け
合
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
奇
妙
な
概
念
で
あ
る
。
有
償
だ
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
あ
る
こ
と
は「
く
ら
し
の
助
け
合
い
の
会
」の「
奉
仕
」と
い
う
用
語
法
に

も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
謝
礼
は
あ
く
ま
で「
謝
礼
」で
あ
り
、「
賃
金
」で
も

「
報
酬
」で
も
な
い
。
し
か
も
謝
礼
の
水
準
は
地
域
最
低
賃
金
を
は
る
か
に
下

回
っ
て
お
り
、「
奉
仕
の
心
」が
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
レ
ベ
ル
に
抑
制

さ
れ
て
い
た4

❖

。

他
方
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
賃
労
働
で
あ
る
こ
と
を
否
定

す
る
た
め
に「
賃
金
」と
い
う
用
語
を
採
用
し
な
い
が
、
サ
ー
ビ
ス
と
貨
幣

と
の
交
換
に
つ
い
て
は
も
っ
と
自
覚
的
で
あ
る
。「
利
用
者
」、「
利
用
料
」、

「
報
酬
」と
い
う
用
語
法
の
な
か
に
も
両
者
の
違
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
奇
妙
な
こ
と
に
ワ
ー
カ
ー
の「
報
酬
」は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
地
域
最
低
賃

金
を
わ
ず
か
に
下
回
る
程
度
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
労
働
者
の「
賃
金
」と
は

差
別
化
さ
れ
て
い
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の「
ワ
ー
カ
ー
」と
い

う
用
語
は
も
と
も
と
、「
労
働
者
」と
い
う
意
味
だ
が
、「
雇
用
者
」で
な
い

こ
と
は
た
し
か
だ
と
し
て
も
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
が

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
事
業
化
し
た
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
成

立
し
た
の
は
横
浜
市
の「
サ
ー
ビ
ス
生
産
協
同
組
合
グ
ル
ー
プ
た
す
け
あ
い
」

（
八
五
年
設
立
）が
最
初
で
あ
る
。
次
い
で
川
崎
市
に「
サ
ー
ビ
ス
生
産
協
同
組

合
た
す
け
あ
い
だ
ん
だ
ん
」（
八
六
年
設
立
）が
設
立
さ
れ
た
。

生
協
の
福
祉
活
動
の
パ
イ
オ
ニ
ア
に
は
、
先
に
紹
介
し
た
コ
ー
プ
こ
う
べ

の
く
ら
し
の
助
け
合
い
活
動
が
あ
る﹇ 

朝
倉2002

﹈。
一
九
四
九
年
、
組
合
員

の
互
助
会
で
あ
る「
家
庭
会
」か
ら
派
生
し
て
、
家
事
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ
と

し
て「
四
つ
葉
会
」が
誕
生
し
た
。
六
二
年
に
灘
生
協
と
神
戸
生
協
と
が
合
併

し
て
コ
ー
プ
こ
う
べ
が
ス
タ
ー
ト
す
る
の
に
と
も
な
っ
て
両
者
の「
家
庭
会
」

も
合
併
し
た
。
六
九
年
に
は
生
協
内
に
福
祉
文
化
事
務
局
が
設
立
さ
れ
、
組

合
員
の
福
祉
は
生
協
の
事
業
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
八
三
年
に
は「
く
ら
し

の
助
け
合
い
の
会
」が
発
足
し
て
お
り
、
神
奈
川
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
の
成
立
と
、
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
高
齢

化
に
と
も
な
う
組
合
員
家
庭
の
家
事
援
助
と
介
護
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

 

朝
倉
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
助
け
合
い
活
動
」の
名
の
通
り
、
組

合
員
の
互
助
を
目
的
と
し
て
、
奉
仕
会
員
、（
被
）援
助
会
員
が
と
も
に
登
録

し
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
八
三
年
当
時

で
登
録
会
費
が
年
一
〇
〇
〇
円
、
二
時
間
一
単
位
の
活
動
に
対
す
る
謝
礼
が

七
〇
〇
円
、
交
通
費
は（
被
）援
助
会
員
の
実
費
負
担
、
謝
礼
は
全
額（
被
）援

助
会
員
か
ら
奉
仕
会
員
に
わ
た
す
し
く
み
だ
っ
た
。

生
協
の
福
祉
活
動
に
は
、
以
上
の
ふ
た
つ
の
系
譜
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
型
と
組
合
員
互
助
型（
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
型
）と
が
あ
る
。
同
時
期
に

❖
4 

有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
な
か
に
は
、
時
間
貯
蓄
や
ロ
ー
カ
ル
マ
ネ
ー
方
式
の
シ
ス
テ
ム
を

採
用
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
い
ず
れ
も「
市
場
交
換
」か
ら
差
別
化
す
る
意
図
を
は
っ
き
り
持
っ
て

い
た
。
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千
葉
と
九
州
に
つ
い
て
も
簡
略
に
経
過
を
追
っ
て
み
よ
う
。

生
活
ク
ラ
ブ
生
協
千
葉
は
七
六
年
設
立
。
九
四
年
か
ら
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
事
業
を
開
始
、
九
五
年
実
績
で

一
三
事
業
所
、
利
用
時
間
二
万
一
三
三
八
時
間
、
事
業
高
五
二
〇
〇
万
円

だ
っ
た
も
の
が
、
介
護
保
険
直
前
の
九
九
年
に
二
一
事
業
所
、
事
業
高
約

二
億
五
〇
〇
〇
万
円
に
。
介
護
保
険
施
行
後
の
二
〇
〇
五
年
に
は
一
一
事
業

所
、
事
業
高
七
億
九
〇
〇
〇
万
円
へ
と
急
成
長
し
て
い
る6

❖

【
図
16・
17
】。
九
九

年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
事
業
所
数
が
半
減
し
て
い
る
の
は
、
先
述
し

た
よ
う
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
解
散
し
て
直
営
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

化
す
る
と
い
う
大
胆
な
経
営
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
た
せ
い
で
あ
り
、
事
業
所

数
は
減
っ
て
も
、
事
業
高
は
順
調
に
伸
び
て
い
る
。

九
五
年
に
は
八や

街ち
ま
た
市
に
高
齢
者
福
祉
施
設「
風
の
村
」（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

定
員
五
〇
名
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
定
員
七
名
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

セ
ン
タ
ー
、
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
併
設
）の
建
築
準
備
が
す
す
み
、
そ
の
開
設
を
射
程
に
入
れ
て
、
社
会
福
祉

法
人
格
の
取
得
を
め
ざ
し
た
。
九
八
年
に
社
会
福
祉
法
人「
た
す
け
あ
い
倶

楽
部
」を
設
立
、
そ
の
も
と
で「
風
の
村
」は
二
〇
〇
〇
年
オ
ー
プ
ン
、
介
護

保
険
施
行
に
先
行
し
て
開
設
さ
れ
た
先
駆
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
と
し

て
全
国
的
に
有
名
に
な
っ
た
。
社
会
福
祉
法
人「
た
す
け
あ
い
倶
楽
部
」は
、

二
〇
〇
四
年
に
は
社
会
福
祉
法
人「
生
活
ク
ラ
ブ
」と
改
称
し
て
、
生
協
か

ら「
た
す
け
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」を
切
り
離
す「
分
離・
統
合
」を
実
施
。

生
活
ク
ラ
ブ・千
葉
グ
ル
ー
プ
は
、
食
の
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
千
葉
と
福
祉
の

社
会
福
祉
法
人
生
活
ク
ラ
ブ
、
そ
れ
に
加
え
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
組
織

自
分
た
ち
を「
労
働
者
」と
見
な
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。「
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
」を
翻
訳
せ
ず
に
カ
タ
カ
ナ
こ
と
ば
の
ま
ま
流
通
さ

せ
た
こ
と
に
も
、「
労
働
」と「
労
働
者
」と
い
う
概
念
を
忌
避
す
る
担
い
手
の

戦
略
が
働
い
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
生
活
ク
ラ
ブ
生
協

神
奈
川
の
事
例
に
戻
ろ
う
。
八
七
年
に
生
協
傘
下
の
家
事
介
護
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
二
団
体
設
立
、
八
八
年
に
は
福
祉
ク
ラ
ブ
生
協
設
立

趣
意
書
が
つ
く
ら
れ
、
準
備
期
間
を
経
て
八
九
年
に
一
〇
二
〇
名
の
賛
同
を

得
て
設
立
総
会
を
開
催
、
同
年
に
神
奈
川
県
か
ら
生
協
と
し
て
認
可
を
受
け

た
。
そ
の
後
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
団
体
数
も
メ
ン
バ
ー
数
も
拡

大
し
、
二
〇
〇
八
年
度
実
績
で
団
体
数
八
一
、
メ
ン
バ
ー
数
二
六
一
八
、
総

事
業
高
約
三
八
億
円
、
福
祉
事
業
に
限
れ
ば
約
七
億
円
に
の
ぼ
る
事
業
体
と

な
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
介
護
保
険
施
行
以
後
は
、
三
四
団
体
か
ら
八
年
間

で
八
一
団
体
へ
と
急
増
。
そ
れ
以
前
の
一
一
年
間
の
伸
び
率
と
比
べ
て
、
急

速
な
伸
張
を
示
し
て
い
る5

❖

【
図
15
】。

生
活
ク
ラ
ブ
生
協
千
葉
も
九
州
の
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
も
、
神
奈
川
の
経
験

を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
距
離
を
は
か
り
つ
つ
独
自
の
展
開
を
遂
げ
て

き
て
い
る
が
、
そ
の
戦
略
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
協
の
設
立
年
度
や
成
熟
度
に

よ
っ
て
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動

が
ど
の
歴
史
的
時
点
で
始
ま
っ
た
か
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
く
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
成
長

7
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柱
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
収
益
事
業
と
そ
れ
以
外
と
を

す
る
生
活
ク
ラ
ブ・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
情
報 

セ
ン
タ
ー（
V　
A　
I　
C
）の
三
本

図15　福祉クラブ生協（生活クラブ生協神奈川の関連団体）1987～ 2003
　　　　  （出典：福祉クラブ生協2005）
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図16　生活クラブ生協千葉1995～2005（資料：福祉クラブ生協千葉より提供）
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❖
5 

生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
関
連
の
福
祉
活
動
の
全
貌
は
、
本
文
で
の
べ
た
と
お
り
、
各
団

体
の
自
立
性
が
高
い
た
め
に
つ
か
め
な
い
。
こ
こ
で
は
福
祉
ク
ラ
ブ
生
協
に
所
属
す
る
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
限
定
し
て
出
典
か
ら
数
値
を
図
表
化
し
た
が
、
こ
れ
を
見
る
だ
け
で
も
事

業
の
伸
び
が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
介
護
保
険
事
業
高
を
相
対
的
に
抑
え
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

❖
6 

介
護
保
険
施
行
に
あ
た
っ
て
団
体
数
が
半
減
し
て
い
る
の
は
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

統
合
し
た
た
め
だ
が
、
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
事
業
高
は
急
増
し
て
お
り
、
利
用
時

間
の
八
割
を
介
護
保
険
が
占
め
て
い
る
。
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入
し
て
い
な
い
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
含
め
て
、
介
護
保
険
後
の

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
団
体
数
、
ワ
ー
カ
ー
数
、
事
業
高
の
推
移

は
図
19
の
と
お
り
で
あ
る8

❖

。
団
体
数
が
減
少
し
て
い
る
の
は
、
グ
リ
ー
ン

コ
ー
プ・ブ
ラ
ン
ド
の
も
と
で
訪
問
介
護
事
業
を
統
合
す
る
に
あ
た
っ
て
地

域
再
編
を
お
こ
な
い
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
統
廃
合
を
実
施
し

た
た
め
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
事
業
高
は
順
調
に
伸
び
て
い
る
か
ら
、

一
団
体
あ
た
り
の
事
業
高
は
増
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

介
護
保
険
は
、
採
算
性
の
あ
る
事
業
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
、
福
祉
N　
P

　
O
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
、
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
に
も
変
容
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
変
化
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
介

護
保
険
前
夜
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
、
ま
ず
変
化
の
前

の
そ
の
実
態
を
把
握
し
て
お
こ
う
。

設
立
年
度
や
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動
の
ス
タ
ー
ト
時
期
に
若

干
の
時
差
は
あ
る
が
、
多
く
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
八
〇

年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
成
長
し
た
要
因
に
は
、
ケ
ア
を
め
ぐ
る
需
要

と
供
給
の
大
き
な
変
貌
が
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
受
け
手
の
側
の

ニ
ー
ズ
の
拡
大
と
、
担
い
手
の
側
の
サ
ー
ビ
ス（
労
働
）の
供
給
と
に
、
大
き

な
社
会
史
的
な
変
化
が
あ
っ
た
と
い
え
る
時
期
に
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
は
急
成
長
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
ニ
ー
ズ
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
5
章
で
高
齢
社
会
化
の
進
展
を

介
護
保
険
前
夜
の
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

8

分
離
し
、
生
協
の
経
営
権
を
強
め
る 

池
田
の
経
営
戦
略
が
働
い
て
い
る
。
先

行
の
神
奈
川
の
事
例
を「
反
面
教
師
」と
し
て
学
ん
だ
千
葉
の
選
択
の
結
果
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
論
し
よ
う
。

九
州
の
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
は
、
九
州
、
山
口
、
広
島
に
ま
た
が
る

一
四
の
地
域
生
協
の
連
合
組
織
で
あ
り
、
本
部
は
福
岡
に
置
か
れ
て
い
る
。

一
九
八
八
年
設
立
と
、
比
較
的
若
い
生
協
で
あ
り
、
高
齢
化
に
悩
む
他
の
老

舗
生
協
と
比
べ
る
と
組
合
員
の
年
齢
構
成
も
比
較
的
若
い
。
グ
リ
ー
ン
コ
ー

プ
連
合
は
以
上
の
先
行
例
を
に
ら
み
な
が
ら
、
さ
ら
に
自
覚
的
な
戦
略
を
採

用
し
て
き
た
。
九
四
年
に
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
福
祉
連
帯
基
金
を
設
立
。
す
べ

て
の
組
合
員
か
ら
毎
月
一
〇
〇
円
の
無
償
の
供
与
を
受
け
る
と
い
う
基
金
の

設
立
は
、
二
年
以
上
か
け
て
組
合
員
の
激
論
を
経
て
組
織
決
定
さ
れ
た
。
そ

の
組
合
員
拠
出
金
に
加
え
て
、
共
同
購
入
に
お
け
る
値
引
き
分
、
共
済
事
業

手
数
料
収
入
を
原
資
と
し
て
、
約
四
億
円
か
ら
な
る
基
金
の
プ
ー
ル
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
設
立
す
る
た
め

の
創
業
支
援
シ
ス
テ
ム
と
な
り
、
ま
た
地
域
に
施
設
展
開
し
て
い
く
た
め
の

初
期
投
資
の
資
金
と
な
っ
た
。
そ
の
ね
ら
い
通
り
、
九
五
年
に
ふ
た
つ
の
団

体
が
産
声
を
あ
げ
た
あ
と
、
介
護
保
険
前
夜
の
九
九
年
末
ま
で
に
五
四
団

体
、
メ
ン
バ
ー
一
五
九
二
、
利
用
時
間
一
七
万
一
四
六
〇
時
間
に
の
ぼ
っ
て

い
る7

❖

【
図
18
】。
二
〇
〇
三
年
に
は
社
会
福
祉
法
人「
煌
き
ら
め
き
」を
設
立
。
法
人
化

し
て
か
ら
の
実
績
は
、「
煌
」傘
下
の
団
体
だ
け
で
二
〇
〇
五
年
度
で
三
一
団

体
、
メ
ン
バ
ー
二
一
三
六
人
、
利
用
時
間
六
一
万
四
〇
〇
〇
時
間
、
事
業
高

九
億
六
〇
〇
〇
万
、
う
ち
介
護
保
険
事
業
が
八
億
円
に
の
ぼ
る
。「
煌
」に
加
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論
じ
た
よ
う
に
、
日
本
は
一
九
七
〇
年
に
人
口
高
齢
化
率
七
%
の「
高
齢
化

社
会
」に
突
入
し
、
九
四
年
に
高
齢
化
率
一
四
%
の「
高
齢
社
会
」の
段
階
に

入
っ
た
。
八
三
年
に「
高
齢
化
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」（
九
四
年
に「
高
齢

社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」と
改
称
）が
発
足
、
八
〇
年
代
に
は
主
と
し
て
中
高
年

女
性
に
し
わ
よ
せ
さ
れ
る
家
族
介
護
の
負
担
が
、
よ
う
や
く
社
会
問
題
化
さ

れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

図18　グリーンコープ連合1996～1999
　　　　  （出典：グリーンコープコープ2000、
　　　　  東京大学社会学研究室・グリーンコープ福祉連帯基金2001）
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図19　グリーンコープ連合2000～2005
　　　　  （資料：グリーンコープ連合より提供）
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❖
7 

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
は
介
護
に
直
接
関
係
す
る
家
事
介
護
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
の
他
に
、
子
育
て
支
援
、
配
送
、
店
舗
、
総
菜
、
食
事
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

が
あ
り
、
本
書
で
は
こ
の
う
ち
家
事
介
護
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
み
を
扱
う
。

❖
8 

社
福
法
人「
煌
」に
加
盟
し
て
い
な
い
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
も
あ
る
た
め
、
グ
リ
ー

ン
コ
ー
プ
連
合
傘
下
に
あ
る
す
べ
て
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
団
体
数
、
ワ
ー
カ
ー
数
を

示
し
た
。
介
護
保
険
施
行
後
順
調
に
事
業
高
は
伸
び
て
お
り
、
そ
の
伸
び
を
介
護
保
険
事
業
が
支

え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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数
は
一
〇
年
以
上
が
組
合
員
全
体
で
三
二・
三
%
、
役
職
経
験
者
に
限
る
と

五
一・一
%
、
持
ち
家
率
も
六
割
と
高
い
。
本
人
学
歴
は
短
大・高
専
以
上
が

四
三・九
%
、
大
卒
に
限
る
と
二
一・一
%
。
同
世
代
の
女
性
の
学
歴
平
均
と

比
べ
て
も
相
対
的
に
高
い
。
夫
の
学
歴
も「
大
卒
以
上
」が
六
割
を
占
め
て
お

り
、
職
業
は「
大
企
業
の
中
間
管
理
職
」が
多
い
。
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
組

合
員
の
平
均
的
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は「
東
京
近
郊
の
住
宅
地
に
住
む
、
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
夫
に
持
ち
、
子
育
て
真
っ
最
中
の
、
あ
る

い
は
子
育
て
か
ら
解
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
比
較
的
学
歴
の
高
い
主
婦
」﹇ 

佐
藤

1988: 309

﹈と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
神
奈
川
と
い
う
地
域
の
特
殊
性

も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
全
国
四
七
都
道
府
県
の
う
ち
既
婚
女

性
の
無
業
率
、
い
い
か
え
れ
ば
専
業
主
婦
率
が
も
っ
と
も
高
い
の
が
神
奈
川

県
だ
か
ら
で
あ
る
。

生
協
組
合
員
の
う
ち
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動
に
参
加
し
て

い
る
メ
ン
バ
ー
の
学
歴・経
済
階
層
は
、
一
般
組
合
員
の
平
均
を
さ
ら
に
上

ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
調
査
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る﹇ 

佐
藤1988

﹈。

女
性
の
社
会
史
的
変
貌
に
と
っ
て
八
〇
年
代
前
半
は
重
要
な
画
期
を
な
す
。

と
い
う
の
は
、
八
三
年
に
既
婚
女
性
の
有
業
率
が
五
割
を
超
し
、
専
業
主
婦

が
少
数
派
に
転
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
神
奈
川
で
全
国

初
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ「
に
ん
じ
ん
」が
誕
生
し
た
の
が
八
二
年
。

神
戸
で「
く
ら
し
の
助
け
合
い
の
会
」が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
八
三
年
。
そ
し

て「
高
齢
化
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」が
発
足
し
た
の
も
八
三
年
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
生
協
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
や
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

他
方
サ
ー
ビ
ス（
と
そ
の
提
供
者
）の
供
給
の
変
容
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
っ
た

だ
ろ
う
か
。

生
協
傘
下
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
生
協

組
合
員
の
九
九
%
が
女
性
で
あ
り
、
そ
の
大
半
が
既
婚
者
で
あ
る
と
い
う
事

情
を
抜
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
女
性
が
担
い
手
の
大
半
を
占
め
る

組
織
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
期
に
社
会
的
な
影
響
力
を
持
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
と
無
縁
な
運
動
で
あ
っ
た
と
よ
く
批
判
さ
れ
る
の
は
、
組
合
員
女
性
の
生

協
加
入
動
機
が
、
主
と
し
て
妊
娠
や
出
産
を
き
っ
か
け
と
す
る「
食
の
安
全
」

へ
の
志
向
に
よ
っ
て
お
り
、
性
別
役
割
分
担
の
も
と
で
妻
＝
母
役
割
を
遂
行

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
生
活
保
守
主
義
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
同
時
期
の
流
通
革
命
の
も
と
に
お

い
て
、
生
協
が
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
並
み
の「
価
格
破
壊
効
果
」を
持
つ
こ

と
も
、
ま
た
そ
れ
を
め
ざ
す
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
生
協
の
組

合
員
と
は「
食
の
安
全
」に
付
加
価
値
を
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
、
意
識
と

経
済
階
層
の
高
い
人
々
で
あ
っ
た
。

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
の
組
合
員
の
学
歴・経

済
階
層
は
、
同
地
域
の
女
性
の
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
八
四
年
に
組
合
員
五
八
五
人
を
対
象
に
し
た
調
査
に
よ
れ
ば﹇ 

佐
藤

1988: 300-302

﹈、
中
心
的
な
年
齢
層
は
三
〇
〜
四
四
歳
で
合
わ
せ
て
六
六・九

%
、
全
体
の
六
〇・
三
%
が
一
二
歳
以
下
の
子
ど
も
を
持
ち
、
専
業
主
婦
率

は
六
六・五
%
。
世
帯
年
収
は
六
〇
〇
万
円
以
上
が
五
五・〇
%
、
う
ち
生
協

の
役
職
経
験
者
で
は
一
〇
〇
〇
万
円
以
上
が
一
九・
八
%
も
い
る
。
居
住
年



2 8 3 第 11章　生協福祉

下
に
転
落
す
る
現
実
が
待
っ
て
い
た
。
シ
ン
グ
ル・マ
ザ
ー
が
顕
在
的
ワ
ー

キ
ン
グ・プ
ア
で
あ
る
の
に
対
し
、
パ
ー
ト
就
労
の
主
婦
は
夫
に
経
済
的
に

依
存
す
る
ほ
か
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
潜
在
的
ワ
ー
キ
ン
グ・プ
ア

だ
っ
た
の
だ
が
、
誰
も
そ
う
呼
ば
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

こ
う
い
う
時
代
を
背
景
に
、
無
業
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
た
既
婚
女
性
と
は

ど
う
い
う
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
各
種
の
デ
ー
タ
が
明
ら
か
に
す
る

の
は
、
女
性
の
就
労
の
主
要
な
目
的
は
経
済
動
機
で
あ
り
、
経
済
動
機
が
な

け
れ
ば
女
性
の
多
く
は
就
労
を
選
ば
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本
人
の

経
済
五
分
位
階
層
別
妻
の
有
業
率
は
、
経
済
階
層
と
有
意
に
相
関
し
て
お
り
、

夫
の
所
得
の
高
い
妻
ほ
ど
無
業
率
が
高
い
。
つ
ま
り
八
〇
年
代
前
半
以
降
、

専
業
主
婦
で
あ
る
こ
と
は
、
相
対
的
に
優
位
な
経
済
階
層
に
属
す
る
こ
と
の

指
標
と
な
っ
た
。

だ
が
既
婚
女
性
が「
無
業
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
」と
は
、「
家
庭
に
と
ど
ま

る
」こ
と
を
少
し
も
意
味
し
な
い
。
彼
女
た
ち
が
専
業
主
婦
に
と
ど
ま
っ
た

の
は
、
家
事
専
業
で
は
な
く
、
趣
味
や
活
動
に
専
業
す
る
自
由
を
確
保
す

る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
観
察
か
ら「
活
動
専
業・主
婦
」と
い
う
造
語
が
生
ま

れ
た9

❖

。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
参
加
し
た
生
協
組
合
員
女
性
と
は
、

同
世
代
の
既
婚
女
性
た
ち
が
大
挙
し
て
周
辺
労
働
力
市
場
に
入
っ
て
い
く
の

と
同
時
代
に
、
そ
う
し
な
い
で
す
ん
だ
相
対
的
に
豊
か
な
階
層
の
女
性
た
ち

活
動
に
吸
収
し
た
人
々
は
、
既
婚
女
性
の
職
場
進
出
が
雪
崩
を
う
っ
て
す
す

む
時
代
に
、
無
業
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
た
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。

「
女
の
時
代
」と
謳
わ
れ
た「
女
性
の
職
場
進
出
」な
る
社
会
現
象
の
実
態
が
、

子
育
て
期
を
終
え
た
既
婚
女
性
の
周
辺
労
働
力
化
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日

で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
中
高
年
女
性
の
雇
用
機
会
は
拡
大
し

た
が
、
そ
の
労
働
条
件
は
低
賃
金・不
安
定
雇
用
の
非
正
規
労
働
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
の
今
日
、
こ
と
あ
た
ら
し
く「
労
働
格
差
」が
問
題
視
さ
れ
て

い
る
が
、
同
じ
よ
う
な
労
働
に
従
事
し
な
が
ら
合
理
的
な
根
拠
の
な
い
差
別

的
処
遇
に
よ
る「
格
差
」は
、
す
で
に
八
〇
年
代
当
時
か
ら
明
ら
か
だ
っ
た
。

 

大
沢
真
理﹇1993

﹈は
そ
れ
を「
身
分
差
別
」と
は
っ
き
り
呼
ぶ
。
時
給
七
〇
〇

円
、
月
収
八
万
円
の
パ
ー
ト
労
働
者
の
妻
と
、
年
収
五
〇
〇
万
円
の
正
規
雇

用
者
の
夫
と
で
は
明
ら
か
に
経
済
階
層
の
上
で
は「
地
位
が
違
う
」の
だ
が
、

こ
の「
身
分
違
い
の
カ
ッ
プ
ル
」は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て「
自
然
化
」さ
れ

て
い
た
。
つ
ま
り
労
働
現
場
で
ど
の
よ
う
に
差
別
的
処
遇
を
受
け
て
い
よ
う

と
も
、
妻
の
経
済
階
層
は
夫
の
経
済
階
層
に
帰
属
す
る
と
、
本
人
の
み
な
ら

ず
階
層
理
論
も
そ
う
見
な
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
非
正
規
雇

用
の
正
規
雇
用
と
の「
格
差
」が
社
会
問
題
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
若
年
男
性
の
参
入
に
よ
っ
て

「
男
の
あ
い
だ
の
問
題
」に
な
っ
て
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は「
働

い
て
も
働
い
て
も
自
活
で
き
る
だ
け
の
給
与
が
も
ら
え
な
い
」ワ
ー
キ
ン
グ・

プ
ア
の
水
準
は
、
そ
の
ま
ま
中
高
年
女
性
パ
ー
ト
の
給
与
水
準
だ
っ
た
。
彼

女
た
ち
が
離
婚
し
て
シ
ン
グ
ル
に
な
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
貧
困
ラ
イ
ン
以

❖
9 「
活
動
専
業・主
婦
」と
い
う
卓
抜
な
造
語
を
し
た
の
は
芝
実
生
子
で
あ
る
。 

金
井
淑
子
が
こ

れ
に
注
目
し
て
自
ら
の
著
作
で
拡
め
た
。
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ト
労
働
者
の
導
入
で
あ
る
。
パ
ー
ト
賃
金
差
別
は
、
男
性
稼
ぎ
主
型
の
賃
金

体
系
か
ら
理
論
的
か
つ
実
践
的
に
帰
結
す
る
性
差
別
賃
金
で
あ
る
。
世
帯
主

男
性
を
対
象
と
す
る
家
族
給
シ
ス
テ
ム
が
性
差
別
賃
金
の
原
因
で
あ
り
結
果

で
あ
る
こ
と
は
、
家
父
長
制
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
か
ら
す
で
に
明
ら
か
だ
か

ら
、
他
の
民
間
営
利
企
業
と
同
じ
く
、
生
協
も
家
父
長
的
な
性
差
別
賃
金
を

採
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
初
期
の
理
論
的
指
導
者
が
学
生
運
動
や
労
働
組
合

運
動
の
出
身
者
だ
っ
た
事
情
で
、
生
協
で
は
専
従
労
働
者
の
労
働
組
合
が
比

較
的
強
く
、
労
働
者
の
権
利
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
生
協
は
、
そ
の

大
半
が
女
性
だ
っ
た
非
正
規
労
働
者
の
犠
牲
の
も
と
に
、
専
従
職
員
つ
ま
り

男
性
正
規
雇
用
者
の
利
益
を
守
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
男
女
平
等
を

設
立
理
念
や
組
織
目
標
と
し
な
い
生
協
が
、
家
父
長
制
賃
金
を
採
用
す
る
こ

と
を
さ
ま
た
げ
る
理
由
は
な
い
。
ま
た
、
女
性
組
合
員
た
ち
が
パ
ー
ト
賃
金

差
別
に
対
し
て
と
り
わ
け
異
議
を
申
し
立
て
た
と
い
う
こ
と
も
き
か
な
い
。

主
と
し
て
女
性
を
担
い
手
と
す
る
生
協
に
あ
る
、
性
差
別
へ
の「
感
度
の
に

ぶ
さ
」（ 

天
野
正
子
）﹇ 

佐
藤・ 天
野・那
須1995: 61

﹈は
こ
こ
に
も
明
ら
か
だ
。

だ
が
同
じ
時
期
に
生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
は
、
パ
ー
ト
労
働
化
を
選
ば
な

か
っ
た
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
方
式
の
採
用
は
、
高
学
歴
だ
が
他

に
雇
用
機
会
の
な
い
中
高
年
の
女
性
層
に
、
パ
ー
ト
以
外
の
就
労
の
機
会
を

提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
店
舗
管
理
や
総
菜
づ
く
り
の
よ
う
な
仕
事
は
、

理
念
へ
の
共
感
、
経
営
参
加
や
自
己
決
定
と
い
う「
働
き
方
」の
ス
タ
イ
ル
を

除
け
ば
、
一
般
の
中
高
年
女
性
に
開
か
れ
た
パ
ー
ト
職
と
労
働
の
内
容
や
条

件
に
お
い
て
大
き
な
違
い
は
な
い
。
高
学
歴・高
経
済
階
層
の
担
い
手
た
ち

で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は「
お
カ
ネ
の
た
め
」で
は
な
い「
新
し
い
働
き
方
」を

選
ん
だ
が
、「
新
し
い
働
き
方
」と
は
、
家
計
を
維
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

彼
女
た
ち
の
夫
や
シ
ン
グ
ル・マ
ザ
ー
に
は
許
さ
れ
な
い
、
ゆ
と
り
の
産
物

だ
っ
た
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の「
奉
仕
」に
対
す
る
い
ち
じ
る
し

く
低
い「
謝
礼
」の
額
も
理
解
で
き
る
し
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の

低
報
酬
の
謎
も
解
け
る
。「
地
域
最
低
賃
金
よ
り
わ
ず
か
に
下
回
る
報
酬
水

準
」は
、
経
済
動
機
で
就
労
す
る
層
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
す
る
効
果
が
あ
る
。

当
事
者
た
ち
が
そ
う
意
図
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
彼
女
た
ち
は
市
場

労
働
と
差
別
化
す
る
た
め
に
、
自
ら
低
い
報
酬
を
選
ん
だ
こ
と
に
な
る10

❖

。

経
営
サ
イ
ド
か
ら
見
れ
ば
、
生
活
ク
ラ
ブ
な
ど
一
部
の
生
協
が
ワ
ー
カ
ー

ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
推
進
し
た
の
と
同
時
代
に
、
日
生
協
系
の
生
協
は

パ
ー
ト
労
働
を
導
入
し
た
。
彼
ら
が
そ
れ
を
意
図
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
事
後
的
に
判
定
す
れ
ば
、
生
協
に
お
け
る
経
営
の
合
理
化
を
、
生
活
ク

ラ
ブ
系
生
協
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
方
式
で
、
日
生
協
系
生
協
は

パ
ー
ト
労
働
で
、
そ
れ
ぞ
れ
達
成
し
た
と
い
え
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
労
働
と
非
正
規
雇
用
と
は
、
労
働
力
の
柔
軟
化
の
ふ
た
つ
の
選
択
肢

で
あ
っ
た
。
こ
の
違
い
に
も
階
層
差
が
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

八
〇
年
代
は
流
通
業
に
お
い
て
も
、
労
働
の
柔
軟
化
が
急
速
に
す
す
ん
だ

時
代
で
あ
っ
た
。
流
通
革
命
と
コ
ス
ト
削
減
の
名
の
も
と
に
、
大
型
小
売
業

が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
導
入
と
い
う
雇
用
の
柔
軟
化
を
図
っ
て
い
た
の

と
同
じ
時
期
に
、
多
く
の
生
協
も
流
通
業
界
に
追
随
し
た
。
生
協
へ
の
パ
ー
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た
の
だ
か
ら
、
生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
は
、
高
学
歴
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高

く
低
賃
金
の
労
働
力
を
、
し
か
も
経
営
コ
ス
ト
の
負
担
な
し
で
採
用
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

が
、
パ
ー
ト
職
同
然
の
非
熟
練
の
現
業
職
に
進
出
し
た
の
は
、「
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
」と
い
う
理
念
先
行
型
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
な
け
れ
ば
あ
り

え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の「
パ
ー
ト
よ
り
わ
ず

か
に
下
回
る
程
度
」の
低
賃
金
は
、
パ
ー
ト
職
と
差
別
化
す
る
た
め
の
、
彼

女
た
ち
の「
プ
ラ
イ
ド
の
値
段
」だ
っ
た
。
他
方
、
生
協
に
と
っ
て
は
、
委
託

契
約
の
名
の
下
に
お
け
る
生
協
業
務
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
導
入
は
、
結
果
と
し
て
経
営
合
理
化
と
し
て
機
能
し

❖
10 

こ
の
労
働
の
差
別
化
と
階
層
性
に
つ
い
て
は
、
上
野﹇2006b

﹈、 

榊
原﹇2003

﹈を
参
照
。
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わ
た
し
を
生
協
福
祉
の
研
究
へ
と
導
い
た
の
は
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合

の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
女
性
た
ち
で
あ
る
。

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
が
一
九
九
五
年
に
福
祉
連
帯
基
金
を
立
ち
上
げ
る

に
あ
た
っ
て
、
わ
た
し
に
講
演
依
頼
が
き
た
。
九
州
に
拠
点
を
置
く
グ
リ
ー

ン
コ
ー
プ
連
合
は
、
先
行
す
る
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
系
の
福
祉
事
業
を
に
ら
み

な
が
ら
、
独
自
の
経
営
戦
略
を
考
え
て
き
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
創
業
期
支
援
を
可
能
に
す
る
福
祉
連
帯
基
金
の
設
立

で
あ
る
。
全
組
合
員
か
ら
毎
月
一
〇
〇
円
の
寄
付
を
集
め
て
、
他
に
仕
入
れ

の
還
付
金
な
ど
を
加
え
て
初
年
度
原
資
四
億
円
の
基
金
を
設
立
し
よ
う
と
い

う
計
画
は
、
総
代
会
で
提
案
さ
れ
て
か
ら
末
端
の
班
会
議
、
各
種
の
機
関
会

議
を
経
て
、
最
終
段
階
に
入
っ
て
い
た
。
月
に
一
〇
〇
円
と
い
え
ど
も
年
間

一
二
〇
〇
円
、
神
奈
川
と
違
っ
て
組
合
員
の
多
く
が
地
域
平
均
の
世
帯
と
大

は
じ
め
に

1

し
て
変
わ
ら
な
い
経
済
階
層
に
属
し
て
い
る
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
で
は
、
何
の

た
め
に
無
償
で
お
カ
ネ
を
拠
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
め
ぐ
っ
て
組
合

員
の
あ
い
だ
で
激
論
が
闘
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
最
終
段
階
の
立
ち
上
げ
に

あ
た
っ
て
、
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
か
と
い
う
組
合
員
向
け
の
講
演
で
エ
ー
ル
を

送
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
が
依
頼
の
内
容
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
事
情
を
た

だ
ち
に
理
解
し
、
彼
女
た
ち
の
要
請
に
応
え
た
。
そ
の
講
演
録
が
残
っ
て

い
る﹇
上
野1997

﹈。
二
会
場
を
使
っ
て
終
日
行
わ
れ
た
講
演
会
シ
リ
ー
ズ
は
、

会
場
の
あ
い
だ
を
バ
ス
で
聴
衆
が
移
動
し
、
一
言
も
聞
き
漏
ら
す
ま
い
と
す

る
熱
気
に
あ
ふ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

基
金
立
ち
上
げ
後
の
初
年
度
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
二
団
体
が

産
声
を
上
げ
た
。
そ
の
後
、
九
九
年
の
介
護
保
険
前
夜
ま
で
に
は
四
七
団
体

に
ま
で
育
っ
て
い
た
。
連
帯
基
金
か
ら
は
、
す
べ
て
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
に
対
し
て
無
条
件
で
年
間
六
〇
万
円
の
助
成
金
が
支
出
さ
れ
、
こ

れ
が
創
業
支
援
効
果
を
持
っ
た
。
ま
た
四
億
円
規
模
の
原
資
は
、
ワ
ー
カ
ー

グ
リ
ーンコープ
の

福
祉
ワ
ー
カ
ーズ・コレクティブ

第
12
章
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ば
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
女
た
ち
は
こ
う
言
っ
た
の
だ
。

「（
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
）神
奈
川
で
で
き
る
こ
と
は
神
奈
川
で
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

で
も
、
九
州
の
地
方
都
市
で
成
功
す
る
事
業
な
ら
、
日
本
中
、
ど
こ
へ
で
も

持
っ
て
行
け
ま
す
」

わ
た
し
は
こ
の
こ
と
ば
に
心
を
摑
ま
れ
て
、 彼
女
た
ち
に
協
力
を
約
束
し
た
。

先
に
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
神
奈
川
は
特
殊
な
地
域
特
性
を
持
っ
た
エ
リ

ア
で
あ
る
。
全
国
四
七
都
道
府
県
の
う
ち
、
既
婚
女
性
の
無
業
率（
つ
ま
り
専

業
主
婦
率
）が
一
位
、
と
い
う
こ
と
は
既
婚
男
性
の
雇
用
者
率
も
高
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
住
民
の
学
歴
も
経
済
階
層
も
全
国
平
均
よ
り
高
い
。
そ
れ
に

加
え
て
、 

天
野
ら
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
生
協
組
合
員
の
学
歴・経
済
階
層
が
、

県
民
平
均
よ
り
高
い
ば
か
り
で
な
く
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
メ

ン
バ
ー
の
学
歴・経
済
階
層
は
さ
ら
に
高
い
。
つ
ま
り
、
高
学
歴・高
経
済
階

層
で
食
材
の
安
全
と
い
う
付
加
価
値
に
お
カ
ネ
を
支
払
う
意
識
と
余
裕
を

持
ち
、
時
間
資
源
に
も
余
裕
の
あ
る
女
性
た
ち
が
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
。
こ
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
の
供
給
源
に
あ
た
る
女
性
層
が
、
神
奈
川
に
は
集
中
し
て
い
る

と
い
う
地
域
特
性
が
、
神
奈
川
の
生
協
活
動
を
支
え
て
い
た
。
だ
が
、
神
奈

川
を
離
れ
た
ら
日
本
の
多
く
の
地
方
は
そ
う
で
な
い
。
日
本
の
ど
こ
に
で
も

あ
る
地
方
都
市
で
、
平
均
か
ら
と
び
ぬ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
女
性
た
ち

が
担
い
手
と
な
っ
て
、
持
続
可
能
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
作
り
た
い
、
と
い

う
彼
女
た
ち
の
熱
意
に
、
わ
た
し
は
説
得
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
訪
問
介
護
事
業
か
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
へ
と
展
開

す
る
に
際
し
て
、
初
期
投
資
の
潤
沢
な
供
給
源
と
な
っ
た
。
生
協
が
イ
ン
フ

ラ
に
投
資
し
、
各
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
委
託
契
約
を
結
べ
ば
よ

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
志
は
高
い
が
足
腰
の
弱
い
市
民
事
業
体
に
と
っ
て
、

初
期
投
資
の
リ
ス
ク
が
な
く
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
だ
け
を
考
え
て
い
れ
ば

よ
い
と
い
う
の
は
有
利
な
条
件
だ
っ
た
。
こ
の
経
験
を
通
じ
て
、
わ
た
し
は

生
協
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
対
し
て
果
た
し
た
こ
の
創
業
支
援

の
役
割
を
、「
公
益
」団
体
で
あ
る
官
セ
ク
タ
ー
が
市
民
事
業
体
に
対
し
て
担

う
べ
き
だ
と
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

介
護
保
険
が
始
ま
る
前
に
、
保
険
指
定
事
業
所
に
参
入
す
る
か
否
か
を

め
ぐ
っ
て
各
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
議
論
を
重
ね
て
い
た
当
時
、

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
連
絡
会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
わ
た
し
に
あ
て
て
、

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
福
祉
連
帯
基
金
の
顧
問
に
な
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う

依
頼
が
き
た
。
な
ぜ
上
野
に
、
と
い
ぶ
か
っ
た
が
、
た
だ
の
名
前
だ
け
の
顧

問
で
な
く
、
彼
女
た
ち
自
身
が
自
分
た
ち
の
問
題
解
決
の
た
め
の
自
己
分
析

に
乗
り
出
す
つ
も
り
な
ら
そ
れ
に
伴
走
し
よ
う
、
と
引
き
受
け
た
の
が
、
本

書
の
も
と
に
な
っ
た
研
究
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
時
は
介
護
保
険
前
夜
、

こ
の
誰
も
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
歴
史
的
な
変
化
を
目
前
に
し
て
、
福
祉

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
介
護
保
険
後
を
生
き
抜
い
て
い
け
る
か
ど

う
か
、
と
い
う
問
い
が
か
か
っ
て
い
た
。

そ
の
と
き
、
わ
た
し
を
東
京
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
説
得
に
き
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
連
絡
会
の
三
人
の
女
性
が
、
わ
た
し
に
言
っ
た
説
得
の
こ
と
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分
析
に
入
る
前
に
、
こ
の
調
査
研
究
の
独
自
の
手
法
に
つ
い
て
一
言
し
て

お
き
た
い
。
調
査
に
際
し
て
採
用
し
た
の
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
ア
ク
シ
ョ

ン・リ
サ
ー
チ
の
方
法
で
あ
る
。
女
性
が
自
分
自
身
の
課
題
を
解
決
す
る
た

め
に
、
運
動
か
ら
調
査
を
生
み
、
調
査
か
ら
運
動
を
生
む
方
法
、
今
な
ら

「
当
事
者
研
究
」と
言
っ
て
よ
い
。

調
査
の
経
緯
を
述
べ
る
と
、
九
八
年
に
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
福
祉
連
帯
基
金

の
も
と
で
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
会
を
設
立
し
、
そ
の
な
か
か

ら
研
究
者
と
担
い
手
と
か
ら
な
る
計
一
二
名
の
ワ
ー
キ
ン
グ・グ
ル
ー
プ
を

立
ち
上
げ
た
。
内
訳
は
社
会
学
の
研
究
者
が
上
野（
福
祉
連
帯
基
金
顧
問・当
時
）を

含
め
て
四
名
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
傘
下
の
地
域
生
協
の
現
役
の
理
事
長

お
よ
び
副
理
事
長
が
計
四
名
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
代
表
が
二
名
、

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
福
祉
連
帯
基
金
理
事
会
室
に
勤
務
す
る
組
合
員
事
務
局
員

が
二
名
で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
代
表
お
よ
び
組
合
員
事
務

局
担
当
者
は
い
ず
れ
も
地
域
生
協
の
理
事
ま
た
は
理
事
長
経
験
者
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
構
成
は
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
で
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動
を
牽
引
し
て
き
た
現
役
の
リ
ー
ダ
ー
層
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
活
動
の
担
い
手
が
自
ら
を
研
究
対
象
と
す
る
と
い
う
自
己
言
及
的
調

査
方
法
を
採
用
し
た
た
め
に
、
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
、
ワ
ー
キ
ン
グ・グ

ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
を
調
査
者
と
し
て
研
修
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。

調
査
設
計
を
や
り
な
が
ら
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
お
け
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
手

ア
ク
シ
ョ
ン
・
リ
サ
ー
チ
と
い
う
手
法

2

法
に
始
ま
り
、
一
次
情
報
の
収
集
と
分
析
の
手
法
を
習
得
し
、
調
査
の
ノ
ウ

ハ
ウ
を
獲
得
す
る
こ
と
と
調
査
の
実
施
を
同
時
並
行
的
に
す
す
め
た
。
わ
た

し
は
い
ま
で
も
確
信
し
て
い
る
が
、
現
場
情
報
を
持
っ
て
い
る
人
々
が
調
査

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
獲
得
す
る
ほ
う
が
、
調
査
ス
キ
ル
を
持
っ
た
専
門
家
が
現
場

情
報
の
収
集
に
の
り
だ
す
よ
り
も
、
は
る
か
に
効
率
が
よ
い
だ
け
で
な
く
、

質
の
高
い
調
査
研
究
が
で
き
る
と
思
う
。

こ
れ
は
運
動
の
担
い
手
自
ら
が
研
究
者
と
共
同
し
て
、
自
ら
の
課
題
を

理
論
的・実
践
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
す「
ア
ク
シ
ョ
ン・リ
サ
ー

チaction research

」と
言
わ
れ
る
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
研
究
に
は

当
事
者
性
が
問
わ
れ
、
研
究
の
帰
結
が
す
ぐ
さ
ま
実
践
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
す
る
点
で
、「
第
三
者
性
」を
標
榜
す
る
い
わ
ゆ
る「
客
観
的・
中
立
的
」な

調
査
研
究
と
は
違
う
。
調
査
対
象
に
大
き
な
負
担
の
か
か
る
フ
ィ
ー
ル
ド
研

究
や
事
例
研
究
で
は
、「
誰
の
た
め
の
」「
何
の
た
め
の
」調
査
か
が
つ
ね
に
問

わ
れ
て
き
た
。
調
査
結
果
は
研
究
者
に
領
有
さ
れ
、
結
局
学
会
で
の
業
績
競

争
の
資
源
と
な
る
だ
け
と
い
う
批
判
も
聞
か
れ
て
き
た
。
だ
が
、
ア
ク
シ
ョ

ン・リ
サ
ー
チ
で
は
、
当
事
者
が
自
ら
を
研
究
対
象
と
す
る
と
い
う
自
己
言

及
的
調
査
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
調
査
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
直

接
的
に
当
事
者
に
返
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
研
究
の「
第
三
者
性
」よ
り
は

「
当
事
者
性
」を
重
視
す
る
の
は
、（
1
）問
題
は
つ
ね
に
現
場
で
発
見
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
、（
2
）研
究
は
研
究
対
象
の
利
益
へ
と
還
元
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
方
法
上・調
査
倫
理
上
の
合
意
を
参
加
者
が
共
有
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
研
究
対
象
と
し
た
事
業
の「
当
事
者
性
」だ
け
で
な
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く
、
研
究
そ
の
も
の
の「
当
事
者
性
」も
担
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
共
同
研
究
の「
当
事
者
性
」は
調
査
に
い
ち
じ
る
し
い
利
益
を
も
た
ら

し
た
。
そ
れ
は
調
査
対
象
で
あ
る
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
に
属
す
る
各
種
団

体
が
、
煩
瑣
で
負
担
の
重
い
事
例
調
査
に
全
面
的
に
協
力
し
て
く
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
効
果
は
分
析
の
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
る
が
、
同
時
に
調
査

対
象
と
の
距
離
が
近
す
ぎ
る
こ
と
に
と
も
な
う
制
約
も
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
対
象
に
と
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
情
報
し
か
入
り
に
く
い
と

い
う
限
界
で
あ
る
。
そ
の
限
界
を
避
け
る
た
め
の
工
夫
も
凝
ら
し
た
。
た
と

え
ば
、
事
例
調
査
に
あ
た
っ
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
代
表
お
よ

び
中
核
メ
ン
バ
ー
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
加
え
て
、
周
辺
的
な
メ
ン
バ
ー
や
離

脱
し
た
メ
ン
バ
ー
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
。

こ
の
限
界
は
と
り
わ
け
利
用
者
調
査
に
あ
た
っ
て
顕
在
化
し
た
。
と
い
う

の
は
、
面
接
に
応
じ
て
く
れ
る
利
用
者
は
、（
1
）結
局
利
用
者
と
し
て
と
ど

ま
る
こ
と
で
事
業
者
を
選
択
し
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
ま
た（
2
）事
業
者
を

通
し
て
紹
介
を
受
け
た
た
め
に
事
業
者
と
関
係
の
よ
い
利
用
者
に
限
定
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
す
で
に
7
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

の「
利
用
者
満
足
」は
あ
て
に
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
限
界
を
克
服
す

る
た
め
に
、
地
域
で
競
合
す
る
他
の
事
業
体
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
行
政
の

関
係
者
の
証
言
を
参
考
に
し
た
。
こ
こ
で
は
以
上
の
利
点
と
限
界
と
に
留
意

し
つ
つ
、
分
析
を
加
え
た
い
。

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
は
、
ど
ん

な
女
性
た
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?　
介
護
保
険
導
入
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

そ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
よ
う﹇
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
福
祉
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
会2000

﹈。

一
九
九
九
年
の
時
点
で
全
四
九
家
事
介
護
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

に
所
属
す
る
全
登
録
ワ
ー
カ
ー
一
三
一
〇
人
を
対
象
に
、
年
齢
、
性
別
、
婚

姻
関
係
、
家
族
構
成
、
職
業
、
資
格
、
収
入
、
生
協
活
動
歴
、
介
護
経
験
等

に
つ
い
て
、
質
問
紙
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
有
効
回
答
数
六
六
七
、
回
収
率

五
一
%
。

調
査
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
メ
ン

バ
ー
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
調
査
で
は
ワ
ー
カ
ー

ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
代
表
、
中
心
メ
ン
バ
ー
二
種（
副
代
表
お
よ
び
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
）、
一
般
メ
ン
バ
ー
の
差
に
注
目
し
て
、
対
象
を
計
四
つ
の
集
団
に

カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
た
。

ワ
ー
カ
ー
の
平
均
年
齢
は
四
六・一
歳
、
代
表
の
平
均
年
齢
は
四
八・五
歳
、

年
齢
構
成
で
は
三
〇
代
が
二
一・八
%
と
も
っ
と
も
多
い
。
そ
の
九
九・六
%

を
女
性
が
占
め
、
既
婚
率
は
八
八
%
。
首
都
圏
の
生
協
で
は
見
ら
れ
な
い
配

偶
者
と
の
死
別・離
別
者
の
ワ
ー
カ
ー
が
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ

る1

❖

。
三
世
代
同
居
率
は
二
九
%
、
子
ど
も
数
は
平
均
二・
一
五
人
と
こ
れ
も

全
国
平
均
よ
り
多
い
。
末
子
年
齢
が
六
歳
未
満
の
ワ
ー
カ
ー
が
一
五
%
近
く

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
た
ち

3



2 9 0ケアの社会学

ほ
ぼ
三
分
の
二
を
占
め
る
。
他
に
多
い
順
に
自
営
業
七・
九
%
、
団
体
職
員

四・
六
%
、
会
社
役
員
四・
六
%
。
農
業
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
、
給
与
生
活
者
の
無
業
の
配
偶
者
と
い
う
都

市
型
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。

配
偶
者
の
年
収
は
六
〇
〇
〜
八
〇
〇
万
円
の
層
が
最
大
で
三
〇・
八

%
、
八
〇
〇
〜
一
〇
〇
〇
万
円
の
層
で
一
八・
八
%
、
一
〇
〇
〇
万
円
以
上

が
一
一・
二
%
。
代
表
に
限
る
と
年
収
一
〇
〇
〇
万
円
以
上
の
配
偶
者
が

一
五・
二
%
に
の
ぼ
る
か
ら
、
経
済
階
層
は
比
較
的
高
く
、
彼
女
た
ち
の
動

機
が
経
済
動
機
で
な
い
こ
と
は
推
定
で
き
る
。

居
住
年
数
は
一
〇
年
以
上
が
五
七・八
%
、
残
り
の
四
二・二
%
は
一
〇
年

未
満
だ
が
、
定
住
志
向
は
七
七・
九
%
と
高
い
。
代
表
に
限
る
と
一
〇
年
以

上
が
七
七・五
%
、
定
住
志
向
は
八
六・八
%
と
よ
り
高
く
な
る
。
持
ち
家
率

は
七
五
%
、
九
州
地
区
平
均
の
持
ち
家
率
が
六
五
%
だ
か
ら
、
こ
れ
も
相
対

的
に
高
い
。

興
味
深
い
の
は
副
代
表
層
で
あ
る
。
一
般
ワ
ー
カ
ー
に
比
べ
て
居
住
年
数

が
低
く
、
定
住
志
向
も
低
い（
代
わ
っ
て
定
住
志
向
を
問
う
質
問
に
対
し
て「
未
定
」と
い

う
回
答
が
増
え
る
）う
え
に
、
社
宅
を
含
む
借
家
の
比
率
が
約
三
割
と
一
般
ワ
ー

カ
ー
よ
り
さ
ら
に
高
い
。
他
方
、
本
人
の
学
歴
、
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
経
験

率
は
高
く
、
配
偶
者
の
職
業
に「
会
社
員
」が
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
よ
り
も
多

い
。
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
推
論
で
き
る
の
は
、
高
学
歴
の
転
勤
族
の
妻
が
、
高

い
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
参
加
す
る

が
、
今
後
の
生
活
設
計
が
立
た
な
い
た
め
に
代
表
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
で

い
る
こ
と
も
、
他
の
老
舗
生
協
に
は
な
い
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
年
齢
構
成
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
先
進
地
、
神
奈
川

に
比
べ
て
約
一
〇
歳
ほ
ど
若
い
が
、
そ
の
理
由
は（
1
）も
と
も
と
設
立
年
度

が
一
九
八
八
年
と
比
較
的
遅
く
、
組
合
員
の
年
齢
構
成
も
相
対
的
に
若
い
成

長
期
の
生
協
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、（
2
）子
育
て
年
齢
の
組
合
員
参
加

を
戦
略
的
に
す
す
め
る
た
め
に
九
三
年
以
降
、
組
合
員
活
動
に
託
児
を
つ
け

る（
こ
れ
も
子
育
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
）と
い
う
し
く
み

が
効
果
を
あ
げ
た
こ
と
に
よ
る
。

最
終
学
歴
は
最
も
多
い
高
卒
が
四
九・一
%
、
短
大・専
門
学
校
卒
の
合
計

が
三
九・
四
%
、
大
卒
が
九・
七
%
。
全
国
規
模
で
見
た
同
年
齢
の
短
大・専

門
学
校
卒
の
比
率
が
三
一
%
だ
か
ら
、
や
や
高
い
。
と
り
わ
け
代
表
は
短

大・専
門
学
校
卒
が
五
五
%
、
大
卒
が
一
〇・五
%
と
高
学
歴
で
あ
る
。
配
偶

者
の
学
歴
は
大
卒
が
五
三・〇
%
、
代
表
に
限
る
と
八
三・三
%
と
群
を
抜
い

て
い
る
。

現
在
の
職
業（
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
以
外
の
）は
ワ
ー
カ
ー
の
有
職
率
が

三
五・五
%
、
う
ち
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
が
二
一・八
%
、
代
表
の
有
職
率
は

七・九
%
と
激
減
す
る
が
、
そ
れ
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
代
表
の

仕
事
が
他
の
仕
事
と
両
立
し
が
た
い
こ
と
を
示
す
。
過
去
の
職
業
経
験
は
全

体
で
九
五・九
%
だ
が
、
こ
の
う
ち
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
経
験
者
は
六
七・四
%
、

代
表
は
七
九・
一
%
、
副
代
表
は
八
五・
二
%
と
高
く
、
一
般
ワ
ー
カ
ー
は

六
六・一
%
で
あ
る
。

配
偶
者
の
職
業
は
、
会
社
員
五
七・三
%
、
公
務
員
一
八・九
%
の
合
計
で
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の
労
働
の
受
け
皿
と
し
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
求
め
た
、
と
い

う
経
緯
で
あ
る
。
組
合
員
活
動
で
培
わ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
代
表
と
し
て
も
活
用
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

興
味
深
い
の
は
彼
女
た
ち
の
介
護
経
験
で
あ
る
。
介
護
経
験
率
は
全
体
で

三
五
%
、
代
表
で
は
六
〇
%
。
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
で
の
九
八
年
調
査

に
よ
る
ワ
ー
カ
ー
の
介
護
経
験
率
六・
五
%
と
比
べ
て
も
そ
の
割
合
は
高
い
。

要
介
護
者
と
の
続
柄
は
、
多
い
順
に
実
母
二
〇・
三
%
、
義
母
一
九・
九
%
、

義
父
一
五・
五
%
、
実
父
一
三・
七
%
、
配
偶
者
は
二・
六
%
と
少
な
い
。
介

護
期
間
は
一
年
未
満
が
三
〇・九
%
、
一
年
以
上
三
年
未
満
が
三
三・八
%
だ

が
、
五
年
以
上
も
二
〇
%
を
占
め
る
。
首
都
圏
に
く
ら
べ
て
、
三
世
代
同
居

率
が
高
い
地
域
特
性
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
居
の
形
態
で
は
妻
方
同
居
が

二
一
%
と
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
。
九
州
の
よ
う
な
男
尊
女
卑
の
強
い
と

言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
さ
え
、
嫁
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
娘
と
し
て
の

介
護
負
担
か
ら
も
女
性
が
逃
れ
ら
れ
な
い
現
実
が
見
え
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
は
、
ど
う
い
う
動
機
か
ら
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
に
参
加
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
上
記
の
ワ
ー
カ
ー
調
査
に
加
え
て
、

二
二
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
把
握
し
て
い
る
登
録
ワ
ー
カ
ー（
脱
退

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
参
加
動
機

4

き
ず
、
副
代
表
と
し
て
人
材
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
裏
返

し
に
い
え
ば
、
副
代
表
を
除
く
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
メ
ン
バ
ー

の
多
く
は
、
比
較
的
転
勤
圏
の
狭
い
給
与
生
活
者
の
妻
と
推
定
さ
れ
る
。
こ

れ
は「
活
動
専
業・
主
婦
」が
、（
1
）夫
の
不
在
に
よ
る
昼
間
時
間
資
源
の
持

ち
主
で
あ
る
と
い
う
条
件
の
み
な
ら
ず
、（
2
）転
勤
が
少
な
い
と
い
う
定
住

性
の
ふ
た
つ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
わ
た
し
自
身
の「
女
縁
」研
究

﹇
上
野1988; 2008

﹈に
よ
る
発
見
に
も
符
合
す
る
。

彼
女
た
ち
の
組
合
員
活
動
歴
は
ど
う
か
。
組
合
員
比
率
は
九
六・
一
%
、

代
表
で
は
一
〇
〇
%
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
の
加
入
資
格
に
生
協
組
合
員
で
あ
る
こ
と
は
必
須
で
は
な
く
な
っ
て

い
た
。
こ
の
傾
向
は
員
外
利
用
が
可
能
に
な
っ
た
介
護
保
険
以
降
に
は
さ
ら

に
強
ま
り
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
の
な
か
に
は
、
自

分
の
属
す
る
組
織
が
生
協
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
も
い
る
。

理
事
長
、
理
事
、
支
部・
地
区
委
員
、
専
門
委
員
、
組
合
員
事
務
局
員
等
の

役
員
経
験
率
も
高
く
、
全
体
で
約
三
分
の
二
、
代
表
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
パ
ー 
セ

ン
ト
役
員
を
経
験
し
て
い
る
。
役
員
歴
の
長
さ
は
代
表
で
八
〜
九
年
、
一
般

ワ
ー
カ
ー
で
二
〜
三
年
、
う
ち
理
事
経
験
者
は
代
表
で
三
〇・
八
%
、
な
か

に
は
理
事
長
経
験
者
も
い
る
。
生
協
以
外
の
地
域
活
動
経
験
率
も
全
体
で

八
五
%
、
代
表
で
九
五
%
と
高
く
、
ひ
と
つ
の
活
動
で
活
発
な
人
材
は
他
の

活
動
で
も
活
発
で
あ
る
と
い
う
マ
ル
チ
な
活
動
ぶ
り
と
、
地
域
の
キ
ー
パ
ー

ソ
ン
と
し
て
の
代
表
の
姿
が
う
か
び
あ
が
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
で
き
る
の
は
、

生
協
の
組
合
員
活
動
で
育
っ
た
人
材
が
、
役
員
経
験
の
の
ち
に
新
た
な
有
償

❖
1 

以
下
の
首
都
圏
と
の
比
較
は 

佐
藤﹇1988, 1996

﹈、 

佐
藤・ 

天
野・
那
須﹇1995

﹈、 

天
野

﹇1997; 1999

﹈に
よ
る
。
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テ
ィ
ブ
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
志
向
の
ワ
ー
カ
ー
と
仕
事
志
向
の
ワ
ー
カ
ー
と
の

選
別
の
ふ
る
い
と
な
り
、
よ
り
仕
事
志
向
の
強
い
ワ
ー
カ
ー
を
他
の
事
業
者

に
奪
わ
れ
る
ワ
ー
カ
ー
の「
草
刈
り
場
」に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。

以
上
の
ワ
ー
カ
ー
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
、
面
接
調
査
に
も
と
づ
く
質
的
情

報
を
含
め
な
が
ら
再
構
成
し
て
み
よ
う
。
こ
の
研
究
で
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
面
接
対
象
に
、
代
表
や
中
心
メ
ン
バ
ー
の
ほ
か
、
周
辺
的

な
メ
ン
バ
ー
や
脱
退
者
も
、
意
図
的
に
調
査
対
象
に
加
え
た
。
そ
れ
と
い
う

の
も
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
先
行
研
究
は
中
心
的
な
担
い
手
が
対

象
の
場
合
が
多
い
た
め
に
、
研
究
そ
の
も
の
が
リ
ー
ダ
ー
層
の
代
弁
と
化
す

傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
集
団
に
対
す
る
関
与
の
動
機
や
濃
淡
の
度
合
は

人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
集
団
目
標
と
個
人
目
標
と
が
重
な
ら
な
い
場
合
が
多

い
。
そ
の
点
で
は
リ
ー
ダ
ー
は
、
集
団
目
標
と
個
人
目
標
と
が
一
致
す
る
例

外
的
な
事
例
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
登
録
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
働
く

が
、
生
協
へ
の
思
い
入
れ
や
集
団
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
相
対
的
に
少
な

い
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
、
面
接
を
実
施
し
た
。
そ
う
い
う
一
般
ワ
ー
カ
ー

に
よ
っ
て
も
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動
は
支
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
リ
ー
ダ
ー（
代
表
、
副
代
表
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
）を
生
み
出
す
層
に
は
、
活
動
レ
ベ
ル
の
高
い
地
域
密
着
型
の
専
業
主
婦

（
夫
に
は
公
務
員
が
多
い
）と
、
高
学
歴
で
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
経
験
の
あ
る
転
勤
族

の
妻
と
い
う
ふ
た
つ
の
種
類
が
あ
り
、
前
者
は
三
世
代
同
居
に
と
も
な
う
介

者
を
含
む
）全
四
二
三
名
に
つ
い
て
、
加
入
動
機
と
脱
退
理
由
を
ア
フ
タ
ー・

コ
ー
デ
ィ
ン
グ（
事
後
分
類
）で
統
計
分
析
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
結
果
は
多
い

順
に
以
下
の
通
り
で
あ
る【
図
20
】。（
1
）理
念
に
賛
同
、（
2
）看
護
、
保
母
、

ヘ
ル
パ
ー
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
資
格
、
経
験
を
生
か
し
た
い
、（
3
）空
い

て
い
る
時
間
に
仕
事
を
し
た
い
、（
4
）人
や
社
会
の
役
に
立
ち
た
い
、（
5
）

介
護
の
仕
事
を
し
た
い
、（
6
）福
祉
へ
の
関
心
、（
7
）仕
事
を
し
た
い
、
お

カ
ネ
が
ほ
し
い
な
ど
。
大
別
し
て「
人
助
け
志
向
」と「
仕
事
志
向
」と
の
ふ
た

つ
に
分
か
れ
る
。

こ
の
デ
ー
タ
の
貴
重
な
と
こ
ろ
は
、
脱
退
者
の
脱
退
理
由
の
記
録
を
含
む

点
で
あ
る
。
脱
退
理
由
の
ト
ッ
プ
に
は
、（
1
）他
の
仕
事
に
移
行
、
と
い
う

理
由
が
く
る
。
他
に
多
い
順
に（
2
）他
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に

移
行
、（
3
）転
勤
や
転
居
、（
4
）仕
事
内
容
が
合
わ
な
い
、（
5
）健
康・
身

体
上
の
理
由
、
と
つ
づ
く
。
さ
ら
に
加
入
動
機
の
う
ち
ど
の
動
機
を
あ
げ
た

人
の
脱
退
率
が
高
い
か
と
い
う
デ
ー
タ
を
加
え
る
と
、「
資
格
を
生
か
し
た

い
」「
介
護
の
仕
事
が
し
た
い
」「
仕
事
し
た
い
、
お
カ
ネ
が
ほ
し
い
」と
い
う

「
仕
事
志
向
」が
鮮
明
な
動
機
ほ
ど
、
脱
退
者
が
相
対
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か

る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
脱
退
者
は
、「
活
動
を
や
め
た
」わ
け

で
は
な
く
、「
他
の
仕
事
に
シ
フ
ト
し
た
」の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う「
働
き

方
」が
、
子
育
て
を
終
え
た
既
婚
女
性
に
と
っ
て
、
比
較
的
敷
居
の
低
い「
職

場
復
帰
」の
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
期
間
と
な
っ
て
い
る
現
実
で
あ
る
。
同
じ
こ

と
を
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
側
か
ら
見
れ
ば
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
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護
経
験
の
持
ち
主
で
あ
り
、
後
者
は「
夫
と
と
も
に
広
域
転
勤
、
核
家
族
以

外
の
経
験
が
な
い
」た
め
に
介
護
経
験
を
持
た
な
い
場
合
が
多
い2

❖

。
こ
の
ふ

た
つ
の
層
は
、
前
者
が
代
表
に
、
後
者
が
副
代
表
に
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を

も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は
町
お
こ
し
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
土
着
の
人

材
に
配
し
て
、
外
来
の「
ま
れ
び
と
」の
触
媒
効
果
の
活
用
と
い
う
意
味
で
、

絶
妙
の
組
み
合
わ
せ
を
生
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る3

❖

。

リ
ー
ダ
ー
層
に
は
、
生
協
役
員
の
経
験
者
が
多
い
。

子
ど
も
会
か
ら
始
ま
っ
た
地
域
活
動
か
ら
P　
T　
A
会
長
ま
で
経
験
し

た
。
生
協
歴
は
二
〇
年
。
常
任
理
事
、
連
合
理
事
を
経
験
。
生
協
メ

ン
バ
ー
か
ら
一
本
釣
り
を
し
て
仲
間
に
誘
い
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
設
立
の
根
回
し
を
し
た（
A
さ
ん
、
代
表
、
五
六
歳
）。

こ
の
代
表
A
さ
ん
は
八
〇
年
代
の
終
わ
り
に
連
合
理
事
と
し
て
生
協
全
国

会
議
に
参
加
、「
神
奈
川
な
ど
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
ケ
ー
ス
を

160

140

120

100

80

60

40

20

0

人

図20　ワーカーおよび脱退者の加入動機

理
念
に
賛
同

看
護
・
保
母
・ヘル
パ
ー・ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
経
験
を
生
か
し
た
い

空
い
て
い
る
時
間
仕
事
し
た
い

人
・
社
会
の
役
に
立
ち
た
い

介
護
の
仕
事
を
し
た
い

福
祉
へ
の
関
心

仕
事
し
た
い・お
金
が
ほ
し
い

自
分
探
し
・
生
き
が
い

家
事
の
仕
事
を
し
た
い

託
児
の
仕
事
を
し
た
い

自
分
の
老
後
を
考
え
る
た
め

資
格
を
取
り
た
い

仲
間
・
友
人
が
ほ
し
い

社
会
参
加

介
護
経
験
を
生
か
し
た
い

勉
強
し
た
い

他
の
仕
事
が
で
き
な
い

親
の
介
護
の
た
め

家
で
た
い・
自
立
し
た
い

自
分
に
も
で
き
そ
う

子
離
れ

加入動機
内脱退・休会者の加入動機

出典：［グリーンコープ 2000: 166］

❖
2 

代
表
の
平
均
年
齢
は
四
八・
五
歳
、
副
代
表
は
四
四・
七
歳
、
ち
な
み
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
は
四
七・三
歳
で
あ
る
。

❖
3 
村
お
こ
し
、
街
づ
く
り
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
は
、（
1
）土
着
の
人
材
に
外
来
者（
こ
れ
を

「
ま
れ
び
と
」と
呼
ぶ
）が
関
与
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
例
と
、（
2
）い
っ
た
ん
外
へ

出
て
U
タ
ー
ン
し
た
土
着
の
人
材
が
そ
の
両
方
を
兼
ね
備
え
る
場
合
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
土

地
の
在
来
資
源
を
外
来
者
の
視
線
で
再
発
見
し
再
評
価
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
わ
た
し

の「
女
縁
」研
究﹇
上
野1988; 2008b

﹈で
は
、
外
来
者（
転
勤
族
）の
妻
が
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
な
り
、

土
着
の
人
材
を
巻
き
こ
む
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
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を
め
ざ
せ
ば
、
生
協
活
動
の
枠
の
外
へ
出
る
ほ
か
な
か
っ
た
、
と
も
言
え
る
。

他
方
リ
ー
ダ
ー
層
に
比
べ
て
、
一
般
ワ
ー
カ
ー
は
、
平
均
し
て
組
合
員
活

動
歴
が
中
心
メ
ン
バ
ー
よ
り
短
い
だ
け
で
な
く
、
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
場

合
で
も
ヒ
ラ
組
合
員
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、

生
協
に
参
加
す
る
動
機
と
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
参
加
す
る
動
機

と
は
必
ず
し
も
重
な
ら
ず
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
生
協
活
動
の

延
長
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
参
加

し
た
時
点
で
は
組
合
員
で
は
な
く
、
参
加
に
と
も
な
っ
て
事
後
的
に
組
合
員

に
な
っ
た
人
も
い
る
。
C
さ
ん（
四
九
歳
、
ワ
ー
カ
ー
）は
、「
生
協
は
イ
ヤ
だ
が
、

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
好
き
」と
い
う
。
彼
女
に
よ
れ
ば「
生
協
は

縦
型
の
組
織
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
横
並
び
だ
か
ら
」と
認
識
さ

れ
て
い
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か
に
は
、
ワ
ー
カ
ー
不
足

の
た
め
に
タ
ウ
ン
誌
を
つ
う
じ
て
一
般
公
募
を
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
組
合

員
ワ
ー
カ
ー
と
の
あ
い
だ
に
温
度
差
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
介
護
保

険
以
降
、
強
ま
っ
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
層
、
一
般
ワ
ー
カ
ー
の
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
介
護
経
験

か
ら
く
る
参
加
動
機
で
あ
る
。

姑
も
実
母
も
せ
い
い
っ
ぱ
い
介
護
を
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
自
分

の
中
に
悔
い
が
残
っ
て
い
る
。
老
親
の
看
取
り
の
あ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
た（
六
一
歳
、
ワ
ー
カ
ー
）。

知
り
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
構
想
の
種
ま
き
を
し
た
」と
自
負
す
る

女
性
で
あ
る
。

べ
つ
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
副
代
表
B
さ
ん（
五
五
歳
）も
、

「
生
協
の
長
い
役
員
経
験
の
中
か
ら
、
生
協
を
辞
め
た
ら
地
域
で
活
動
し
よ

う
と
考
え
て
き
た
。
生
協
の
組
合
員
活
動
を
世
代
交
替
す
る
意
味
も
あ
っ
て

踏
み
出
し
た
」と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
は
、

生
協
役
員
経
験
者
の
退
任
後
の
受
け
皿
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
創
業
期
に
は
当
事
者
た
ち
が
自
ら
受
け
皿
と
し
て
の
事

業
を
つ
く
り
だ
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
よ
う
な
後
発
生

協
に
と
っ
て
は
、
先
進
的
な
生
協
に
よ
る
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の

モ
デ
ル
が
す
で
に
あ
る
こ
と
が
促
進
要
因
に
な
っ
た
。

A
さ
ん
は「
お
カ
ネ
以
外
の
評
価
を
求
め
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
活
動
を
始
め
た
」と
い
う
が
、「
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
金
銭
的
評
価
は
ほ
し

い
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
生
協
の
た
だ
働
き
よ
り
ま
し
」と
言
う
。

こ
の
人
に
と
っ
て
生
協
活
動
は
P　
T　
A
や
環
境
保
護
運
動
な
ど
の
他
の
地
域

活
動
に
く
ら
べ
て「
成
果
の
見
え
る
、
手
応
え
の
あ
る
」活
動
だ
っ
た
。
役
員

経
験
か
ら
身
に
つ
け
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
事
業
へ
の
意
欲
を
満
た
す
に
は
、

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
う
っ
て
つ
け
の
受
け
皿
だ
っ
た
。
逆
に
い

え
ば
、
生
協
は
人
材
を
育
成
す
る
効
果
を
持
ち
な
が
ら
、
育
っ
た
人
材
を
そ

の
内
部
で
生
か
す
場
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
は
失
敗
し
て
き
た
と
い
う
こ
れ

ま
で
の
観
察
が
、
こ
こ
で
も
妥
当
す
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い﹇
上
野1988; 

2008b

﹈。
つ
ま
り
理
事
や
理
事
長
ま
で
経
験
し
た
人
材
が
、
さ
ら
に「
事
業
」
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営
参
加
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
だ
が
、「
自
分
た
ち
が
ほ
し
い
サ
ー

ビ
ス
を
自
分
た
ち
の
手
で
」と
い
う
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
と
利
用
者
と
が
一

致
す
る「
当
事
者
性
」と「
人
助
け
」の
理
念
は
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
利

用
料
金
の
抑
制
を
招
く
結
果
と
な
っ
た
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
参
加
動
機
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
ば
か

り
で
は
な
い
。
経
済
動
機
が
優
先
し
な
い
代
わ
り
、「
パ
ー
ト
に
出
る
の

が
い
や
」と
い
う
パ
ー
ト
と
の
代
替
選
択
肢
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

そ
の
動
機
は「
お
カ
ネ
に
縛
ら
れ
た
く
な
い
」、「
趣
味
の
書
道
と
テ
ニ
ス
の

時
間
を
優
先
し
た
い
」と
い
う
も
の
。「
自
分
で
働
き
方
を
選
べ
る
」ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
利
用
の
集
中
す
る
朝
や
夕

方
の
時
間
帯
や
休
日・夜
間
の
ワ
ー
ク
の
引
き
受
け
手
が
い
な
い
と
い
う
人

手
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
参
加
動
機
に
は「
他
に

行
き
場
が
な
い
」、「
こ
れ
し
か
で
き
な
い
」と
い
う
消
極
的
な
も
の
も
あ
る
。

「
一
般
の
仕
事
は
、
資
格
や
能
力
を
入
社
試
験
や
経
歴
で
き
び
し
く
チ
ェ
ッ

ク
す
る
け
れ
ど
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
仕
事
は
自
分
で「
や
る
」

と
宣
言
し
た
ら
や
れ
る
」（
五
〇
歳
、
ワ
ー
カ
ー
）と
い
う
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
労
働
市
場
で
売
り
物
に
な
る
資
格
も
能
力
も
欠
い
た
中
高
年
の
女
性

が
、「
女
な
ら
誰
で
も
で
き
る
」非
熟
練
労
働
と
し
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
を
選
ぶ
と
い
う
消
去
法
の
選
択
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の

点
で
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は「
使
用
者
が
い
な
い
」だ
け
で
な

く
、「
性
差
別
と
年
齢
差
別
の
な
い
」、「
定
年
の
な
い
」働
き
方
で
も
あ
っ
た
。

夫
の
母
は
寝
た
き
り
で
六
年
間
病
院
へ
預
け
っ
ぱ
な
し
で
そ
の
ま
ま

死
去
し
た
。
も
っ
と
早
く
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
サ
ー
ビ
ス

が
あ
れ
ば
家
で
の
看
取
り
も
可
能
だ
っ
た（
五
一
歳
、
ワ
ー
カ
ー
）。

苛
酷
で
悔
い
の
残
る
介
護
経
験
が
、
彼
女
た
ち
を
、「
あ
の
と
き
、
こ
ん

な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
れ
ば
…
…
」と
い
う
思
い
へ
向
か
わ
せ
て
い
る
。
彼
女
た

ち
は
親
世
代
の
介
護
を
す
で
に
終
え
て
い
る
が
、
次
に
夫
の
介
護
が
必
要
に

な
る
こ
と
を
予
期
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
の
お
世
話
に
な
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
将
来
、
自
分
自
身
が
介
護
を

必
要
と
す
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
こ
そ
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の

お
世
話
に
な
っ
て
、
自
分
の
よ
う
な
思
い
を
子
ど
も
に
さ
せ
た
く
な
い
と

思
っ
て
い
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
参
加
動
機
は「
自
分
の
老
後

の
た
め
」と
き
っ
ぱ
り
言
う
人
も
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
ワ
ー
カ
ー
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
こ
れ
ま
で
の
N　
P　
O
研

究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
の
特
徴
、（
1
）理
念

性
、（
2
）ニ
ー
ズ
中
心
、（
3
）市
民
参
加
、（
4
）労
働
者
の
自
己
決
定・
経

営
参
加﹇
上
野2007: 122

﹈に
対
応
し
て
い
る
。

（
1
）人
助
け
志
向
は「
公
益
性
」と
い
う
理
念
に
対
応
し
、（
2
）「
自
分
た

ち
が
ほ
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
自
分
た
ち
の
手
で
」供
給
し
た
い
と
い
う
思
い
は
、

ニ
ー
ズ
の
主
体
で
あ
る
当
事
者
性
の
あ
ら
わ
れ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
）居
住
年
数
の
長
さ
や
定
住
志
向
は
市
民
参
加
や
地
域
密
着
性
に
、（
4
）

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
働
き
方
は
労
働
者
の
自
己
決
定
と
経
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事
、 

行
岡
良
治
の
あ
い
だ
で
起
き
た
論
争
が
如
実
に
示
し
て
い
る﹇
上
野・ 行
岡

2003

﹈。
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、「
人
助
け
志
向
」と「
仕

事
志
向
」の
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。「
カ
ネ
の
た
め
で
は

な
い
」と
言
い
な
が
ら
、
ワ
ー
カ
ー
の
報
酬
は
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
な
の

だ
ろ
う
か
。

「
自
分
た
ち
が
ほ
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
自
分
た
ち
の
手
で
」と
い
う
理
念
か

ら
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
当
初
、「
自
分
な

ら
払
え
る
料
金
」と
し
て
、
利
用
料
一
時
間
七
〇
〇
円
と
い
う
水
準
を
設
定

し
た
。
こ
の
う
ち
ワ
ー
カ
ー
が
所
属
す
る
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は

「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
料
」と
し
て
一
〇
〇
円
を
受
け
取
り
、
残
額
の
六
〇
〇
円

を
ワ
ー
カ
ー
本
人
に
渡
す
。
当
時
の
福
岡
県
の
地
域
最
低
賃
金
は
六
三
〇
円
。

そ
れ
を
わ
ず
か
に
下
回
る
と
い
う
微
妙
な
料
金
設
定
で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
に

は
実
働
し
た
時
間
分
の
報
酬
し
か
入
ら
な
い
。

ワ
ー
カ
ー
調
査
に
よ
る
本
人
年
収
は
、
一
般
ワ
ー
カ
ー
で
五
万
円
以
下

が
二
三・
〇
%
。
月
額
平
均
四
〇
〇
〇
円
強
で
あ
る
。
月
額
四
〇
〇
〇
円
は
、

週
一
日
か
二
日
、
各
一
件
の
ワ
ー
ク
に
入
っ
て
得
ら
れ
る
報
酬
額
の
水
準
で

あ
る
。
月
収
の
間
違
い
で
は
な
い
か
と
目
を
疑
う
よ
う
な
、
極
端
な
低
収
入

で
あ
る
。
年
収
五
〇
万
円
ま
で
の
合
計
で
六
六・
〇
%
、
五
〇
万
円
を
超
し

て
一
〇
三
万
円
ま
で
で
二
三・
四
%
、
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
一
三
〇
万
円
ま
で

が
八・〇
%
。
累
計
す
れ
ば
九
三
%
が
配
偶
者
特
別
控
除
額（
当
時
）の
範
囲
内

に
収
ま
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
急
成
長
し
た
九
〇
年
代
は
同
時
に
バ
ブ
ル

崩
壊
後
の
不
況
が
長
期
化
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
リ
ス

ト
ラ
以
前
に
、
ま
ず
就
労
調
整
に
あ
っ
た
の
は
女
性
の
パ
ー
ト
労
働
者
で
あ

り
、
な
か
で
も
中
高
年
の
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。「
四
五
歳
以
上
だ
と
履
歴

書
も
見
て
も
ら
え
な
い
」と
言
わ
れ
た
年
齢
差
別
の
も
と
で
は
、
こ
れ
ら
の

女
性
た
ち
に
は
パ
ー
ト
就
労
の
機
会
さ
え
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
リ
ア
ル
に
見

れ
ば
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
こ
う
い
う
行
き
場
の
な
い
女
性
た

ち
の
受
け
皿
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
研
究
の
意
図
の
ひ
と
つ
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い

手
の
労
働
の
評
価
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
以
下「
有
償
労
働・支
払
い
労

働paid w
ork

」に
加
え
て「
無
償
労
働・不
払
い
労
働unpaid w

ork

」の
概

念
を
採
用
す
る
。「
労
働
」概
念
を
採
用
す
る
の
は
、
当
事
者
の
意
図
を
越
え

て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ「
活
動
」を
他
の
福
祉「
労
働
」と
比
較
可
能

に
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
事
業
体
と
し
て
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
の
持
続
可
能
性
を
考
察
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
現
実
に
は
介
護
保
険
以

降
、
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の「
活
動
」は
、
担
い
手
に
と
っ
て

も
他
の
事
業
体
の
労
働
条
件
と
比
較
可
能
な「
労
働
」に
変
化
し
て
い
る
。
だ

が
生
協
関
係
者
に「
不
払
い
労
働
」の
概
念
に
い
か
に
抵
抗
が
強
い
か
、
そ

の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
葛
藤
が
生
じ
た
か
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に「
不
払
い

労
働
」概
念
の
不
使
用
を
め
ぐ
っ
て
上
野
と
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
専
務
理

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
労
働
と
報
酬

5
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て
い
る
地
方
都
市
在
住
の
シ
ン
グ
ル
な
ら
、
こ
の
年
収
で
も
や
っ
て
い
け
る

が
、
家
賃
を
払
っ
た
り
扶
養
家
族
が
い
れ
ば
、
こ
れ
で
は
暮
ら
せ
な
い
。
彼

女
は
三
五
歳
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
人
生
設
計
の
な
か
か
ら「
結
婚
」と
い

う
文
字
が
姿
を
消
し
、「
シ
ン
グ
ル
で
生
き
て
い
く
安
定
と
保
障
が
ほ
し
い
」、

「
親
の
老
後
が
心
配
」と
こ
の
仕
事
に
と
び
こ
ん
だ
。
経
験
し
て
み
て
、
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
で
は
経
済
的
自
立
に
つ
な
が
ら
ず
、
夫
に
生
活
の

基
盤
を
依
存
し
て
い
る
既
婚
女
性
で
な
け
れ
ば
勤
ま
ら
な
い
仕
事
だ
と
感
じ

て
脱
退
し
た
。

だ
が
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
メ
ン
バ
ー

の
経
済
階
層
は
、
神
奈
川
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
地
域
平
均
か
ら
と
び
ぬ

け
て
高
い
わ
け
で
は
な
い
。
代
表
、
副
代
表
な
ど
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は
相
対

的
に
高
学
歴・高
経
済
階
層
だ
が
、
一
般
ワ
ー
カ
ー
に
は
世
帯
年
収
四
〇
〇 

万
円
未
満
の
層
が
一
七・
七
%
と
高
く
、
死
別・
離
別
者
も
一
〇
%
強
い
る
。

地
方
都
市
で
持
ち
家
が
あ
れ
ば
暮
ら
し
て
い
け
る
と
は
い
う
も
の
の
、
ワ
ー

カ
ー
の
な
か
に
は
パ
ー
ト
か
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ど
ち
ら
の
働
き

方
を
選
ぶ
か
に
迷
う
、
す
れ
す
れ
の
経
済
階
層
が
い
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。

実
際
、
ワ
ー
カ
ー
の
パ
ー
ト
、
自
営
、
在
宅
勤
務
等
の
兼
業
率
は
三
七・
六

%
、
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
も
三・
二
%
い
る
。
就
労
が
あ
っ
て
の
有
償
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
感
覚
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
代
表
の
兼
業
率
は
ゼ
ロ
、
代
表

の
長
時
間
労
働
と
負
担
を
考
え
る
と
、
兼
業
が
成
り
立
つ
労
働
で
は
な
い
。

代
表
の
年
収
も
一
般
ワ
ー
カ
ー
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
一
〇
三
万
円

以
上
の
年
収
を
持
つ
ワ
ー
カ
ー
が
い
る
の
に
対
し
、
回
答
を
入
手
で
き
た

ワ
ー
カ
ー
の
四
三・
五
%
が「
も
っ
と
活
動
を
増
や
し
た
い
」と
思
っ
て
お

り
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
仕
事
の
配
分
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
人
も
い
る
。

仕
事
の
内
容
に
不
満
は
な
い
が
、
報
酬
の
低
さ
に
は
不
満
が
あ
る
。
と
は
い

え
、
要
求
額
は
時
給
七
〇
〇
〜
一
〇
〇
〇
円
の
範
囲
へ
の
ア
ッ
プ
と「
せ
め

て
月
に
五
万
円
あ
れ
ば
継
続
で
き
る
」と
つ
つ
ま
し
い
。
仮
に
地
域
最
低
賃

金
を
わ
ず
か
に
上
回
る
七
〇
〇
円
の
報
酬
と
し
て
も
、
月
収
五
万
円
を
確
保

す
る
に
は
月
に
約
七
〇
時
間
の
ワ
ー
ク
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
週
四

日
、
一
件
あ
た
り
一
時
間
の
ワ
ー
ク
を
一
日
四
件
、
移
動
時
間
を
考
え
れ
ば

こ
れ
が
限
度
で
あ
ろ
う
。
人
口
集
積
率
の
高
い
都
市
部
と
比
べ
て
、
地
方
都

市
で
は
移
動
に
時
間
が
か
か
る
。
移
動
に
は
実
費
が
出
る
と
い
う
も
の
の
、

無
償
で
あ
る
。
移
動
と
待
機
の
時
間
を
考
え
れ
ば
、
同
じ
時
間
を
パ
ー
ト
で

就
労
す
る
ほ
う
が
時
間
単
価
で
は
割
が
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
経
済
動

機
だ
け
で
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
む

づ
か
し
い
。

脱
退
者
に
も
面
接
調
査
を
す
る
機
会
が
得
ら
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
D
さ

ん（
三
七
歳
、
未
婚
）は「
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。

こ
れ
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
。
し
ょ
せ
ん
主
婦
の
仕
事
。
や
め
た
い

と
き
に
や
め
ら
れ
る
。
仕
事
の
え
り
好
み
を
す
る
ワ
ー
カ
ー
を
見
て
、
こ

れ
は
仕
事
で
は
な
い
と
思
っ
た
」と
批
判
的
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ど
れ
だ
け

あ
れ
ば
、
と
聞
く
と
希
望
は「
月
収
最
低
一
五
万
、
年
二
〇
〇
万
円
は
ほ
し

い
。
民
間
な
ら
時
給
一
五
〇
〇
円
が
相
場
」と
い
う
答
が
返
っ
て
き
た
。
D

さ
ん
は
六
〇
代
の
両
親
と
同
居
し
て
い
る
。
親
の
持
ち
家
に
パ
ラ
サ
イ
ト
し
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六
団
体
の
代
表
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
関
連
活
動
時
間
は
週
間

合
計
で
平
均
五
二・
八
四
時
間
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
標
準
労
働
時
間

四
〇
時
間
を
軽
く
超
え
る
。
こ
れ
で
は
残
業
の
多
い
正
規
雇
用
者
と
変
わ
ら

な
い
。
有
償
時
間
と
無
償
時
間
の
内
訳
は
、
前
者
が
七・
四
二
時
間
に
対
し

て
後
者
が
四
五・
四
二
時
間
、
圧
倒
的
に
無
償
時
間
が
長
い
。
月
収
は
一
万

円
か
ら
七
万
円
台
ま
で
と
ば
ら
つ
き
が
大
き
く
、
平
均
は
約
四
万
円
。
以
上

の
活
動
時
間
の
合
計
で
時
間
単
価
を
割
り
出
す
と
平
均
一
七
五
円
と
な
っ
た
。

い
ま
ど
き
こ
れ
だ
け
負
担
の
重
い
長
時
間
労
働
を
、
誰
が
時
給
一
七
五
円
で

引
き
受
け
る
だ
ろ
う
か
。

別
途
詳
細
な
時
間
利
用
調
査
票
に
記
入
し
て
も
ら
っ
た
デ
ー
タ
か
ら
は
、

平
日
平
均
一
〇
時
間
五
分
、
土
日
も
家
に
持
ち
帰
り
の
仕
事
を
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
代
表
の
次
の
よ
う
な
生
活

で
あ
る
。
生
命
維
持
の
た
め
に
必
要
な
一
次
活
動
時
間
の
合
計
は
平
日
で
八

時
間
二
一
分
、
う
ち
睡
眠
が
六
時
間
二
〇
分
、
食
事
が
一
時
間
三
一
分
。
睡

眠
時
間
は
全
国
平
均
よ
り
少
な
く
、
寝
る
間
を
惜
し
み
、
食
事
時
間
も
ゆ
っ

く
り
と
れ
な
い
様
子
が
う
か
が
え
る
。
家
事
時
間
は
三
時
間
三
五
分
、
N　
H

　
K
調
査（
九
五
年
）の
全
国
平
均
四
時
間
三
二
分
と
比
べ
て
も
短
く
、
家
事
を
手

抜
き
し
て
い
る
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
余
暇
時
間
も
平
日
平
均
で
一
時
間
五

一
分
と
極
端
に
少
な
い
。
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
が
新
聞
を
読
ん
だ
り
T　
V

を
見
た
り
の
受
動
的
な
在
宅
余
暇
活
動
で
あ
り
、
か
ろ
う
じ
て
休
日
に
外
出

す
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
で
は
自
己
研
修
や
情
報
収
集
の
余
裕
も
な
い
。
も

と
も
と
代
表
に
は
、
地
域
活
動
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
り
、
趣
味
も
豊
か
な

三
八
団
体
の
代
表
三
八
名
の
う
ち
、
一
人
の
例
外
を
除
い
て
一
〇
三
万
円
の

壁
の
範
囲
に
収
ま
る
。
代
表
の
仕
事
は
す
こ
ぶ
る
忙
し
く
、
都
合
が
つ
か
な

く
な
っ
た
ワ
ー
カ
ー
の
臨
時
の
穴
埋
め
に
ワ
ー
ク
に
入
る
以
外
に
、
自
ら

ワ
ー
ク
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
余
裕
も
な
い
。
ワ
ー
ク
に
入
ら
な
け

れ
ば
収
入
は
発
生
し
な
い
か
ら
、
ワ
ー
ク
に
入
れ
な
い
こ
と
で
代
表
は
所
得

の
機
会
を
失
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
逆
に
収
入
の
ほ
し
い
代
表
は
、
自
分

が
ワ
ー
ク
に
入
る
時
間
を
増
や
す
と
い
う
選
択
を
し
て
い
る
。
代
表
の
収
入

を
支
え
て
い
る
の
は
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
福
祉
連
帯
基
金
か
ら
助
成
金
と
し
て

支
出
さ
れ
る
年
額
六
〇
万
円
か
ら
出
る
月
額
五
万
円
の
代
表
手
当
と
、
兼
務

し
て
い
る
こ
と
の
多
い
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
料
、
有
償
の
事
務
所
当
番
な
ど
の

合
計
額
で
あ
り
、
月
額
一
〇
万
円
に
満
た
な
い
。
代
表
の
時
間
利
用
調
査
か

ら
は
、
代
表
の
実
働
時
間
は
平
日
で
一
日
平
均
一
〇
時
間
を
超
え
る
こ
と
が

判
明
。
こ
れ
で
は
他
の
仕
事
と
の
兼
務
は
無
理
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
N　
H　
K
時
間
利
用
調
査
の
手
法
に
な
ら
っ
て
六
団
体
の
代

表
六
人
に
、
休
日
を
含
む
一
週
間
に
わ
た
る
詳
細
な
時
間
利
用
調
査
を
実
施

し
た
。
代
表
の
労
働
時
間
、
と
り
わ
け
不
払
い
労
働
の
実
態
を
調
べ
る
た
め

で
あ
る
。
代
表
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
関
連
活
動
に
従
事
し
て
い

る
時
間
の
う
ち
、
そ
の
あ
い
だ
に
報
酬
が
発
生
し
て
い
る
有
償
労
働
時
間
と
、

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
が

報
酬
の
発
生
し
な
い
無
償
労
働
時
間
と
に
分
類
し
て
活
動
内
容
と
時
間4

❖

と
を

記
入
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
の
が
上
の
よ
う
な
デ
ー
タ
で
あ

る【
表
3 5

❖

】。
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援
と
い
う
ワ
ー
ク
を
支
え
る
た
め
の
資
料
作
り
、
ワ
ー
カ
ー
間
の
調
整
、
苦

情
処
理
、
外
部
団
体
と
の
会
議
参
加
な
ど
、
直
接
業
務
に
関
わ
ら
な
い
仕
事

が
多
い
だ
け
で
な
く
、
移
動
の
時
間
も
と
ら
れ
る
。
あ
る
代
表
の
移
動
時
間

は
一
日
の
二
三・
七
%
に
達
し
て
い
た
。
仕
事
が
あ
れ
ば
時
間
帯
も
夜
の
九

時
す
ぎ
ま
で
ず
れ
こ
み
、
休
日・
夜
間
の
自
宅
へ
の
仕
事
の
持
ち
帰
り
も
あ

る
。
も
と
も
と
福
祉
の
仕
事
が
し
た
く
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
設

立
に
動
い
た
代
表
は
、
自
分
で
ワ
ー
ク
に
入
れ
な
い
デ
ィ
レ
ン
マ
を
か
か
え

る
。
代
表
の
仕
事
の
約
三
分
の
二
は
無
償
労
働
で
あ
り
、
し
か
も
他
の
メ
ン

バ
ー
に
は
目
に
つ
き
に
く
い「
見
え
な
い
労
働
」で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
、

メ
ン
バ
ー
の
認
識
も
薄
く
、
感
謝
さ
れ
な
い
。
わ
ず
か
月
額
五
万
円
の
代
表

手
当（
そ
れ
す
ら
返
上
し
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
財
源
に
く
り
こ
む
代
表
も
い
る
）だ

が
、
そ
の
価
値
を
理
解
し
な
い
ワ
ー
カ
ー
も
い
る
。

時
間
利
用
調
査
と
い
う
、
煩
瑣
で
手
間
の
か
か
る
、
し
か
も
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
関
わ
る
調
査
に
こ
れ
だ
け
の
協
力
が
得
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
調
査
が

対
象
と
す
る
担
い
手
に
よ
る
対
象
者
自
身
の
研
究
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
研
究
結
果
は
た
だ
ち
に
調
査
対
象
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
実
践
的

な
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
代
表
自
身
は
も
と
よ
り
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
、
代
表
の
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
と
無
償
労
働
の

マ
ル
チ
タ
レ
ン
ト
の
人
材
が
多
い
の
に
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
以

外
の
活
動
に
費
や
す
時
間
は
ほ
と
ん
ど
と
れ
な
い
。
寝
て
食
べ
て
、
お
風

呂
に
入
る
の
で
精
一
杯
、
家
事
を
手
抜
き
し
て
、
仕
事
に
邁
進
す
る
姿
は
、

ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン・
ラ
イ
フ
を
想
起
さ
せ
る
。
総
じ
て
代

表
の
ク
ォ
リ
テ
ィ・オ
ブ・ラ
イ
フ
は
低
く
、
本
人
た
ち
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。

代
表
は
な
ぜ
そ
ん
な
に
忙
し
い
の
か
?
　
家
事
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
自
立
支

団体名 ワーカーズ・コレクティブ関連活動時間 月間収入 時間単価
週間合計 内有償時間 内無償時間

Ａ 30.50 4.00 26.50 11,800 96
Ｂ 59.25 11.50 47.75 50,000 210
Ｃ 53.00 0.00 53.00 26,000 122
Ｄ 67.50 5.25 62.25 72,200 267
Ｅ 47.75 12.25 35.50 10,000 52
Ｆ 59.00 11.50 47.50 72,300 306
平均 52.83 7.42 45.42 40,383 175.50 

表3　ワーカーズ・コレクティブ代表の活動実態

❖
4 

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
関
わ
る
行
為
が「
活
動
」か「
労
働
」か
に
つ
い
て
は
議
論
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
有
償
、
無
償
を
含
め
て「
活
動
」と
し
た﹇
上
野2006b

﹈。

❖
5 

本
書
に
採
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
会
レ
ポ
ー
ト 

’99
』の
計
算
式
に
ま
ち
が
い
が
あ
っ
た
た
め
、
数
値
を
訂
正
し
た
。
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査
が
示
す
よ
う
に
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を

選
択
す
る
利
用
者
の
動
機
の
多
く
は
、「
低
料
金
」（
他
と
比
べ
て
）に
集
中
し
て

い
る
。「
利
用
者
は
結
局
お
カ
ネ
を
は
ら
え
る
人
」（
代
表
、
五
五
歳
）と
い
う
担

い
手
の
観
察
は
あ
た
っ
て
い
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
夫
婦
世
帯
で
老
々
介
護

を
担
っ
て
い
る
世
帯
に
家
事
介
護
支
援
に
入
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
寝
た

き
り
の
要
介
護
状
態
の
夫
が
元
校
長
や
元
市
長
な
ど
、
地
方
名
士
で
経
済
的

に
豊
か
な
世
帯
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。

利
用
者
が
有
償
の
家
事
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
購
買
力
を
持
っ
た
経
済

階
層
で
あ
る
点
で
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
措
置
時
代
の
官
セ
ク

タ
ー
の
事
業
者
と
は
違
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て「
人
助
け
」が
理
念
と
い
っ

て
も
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
有
償
サ
ー
ビ
ス
は
、
困
っ
て
い
る

が
利
用
料
金
を
負
担
す
る
経
済
能
力
が
な
い
人
た
ち
に
は
手
が
届
か
な
い
。

生
協
の
よ
う
な
有
償
の
介
護
事
業
体
に
と
っ
て
は「
公
益
性
」と
い
っ
て
も
あ

く
ま
で
会
員
間
の
互
助
活
動
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
救
貧
や
弱
者
救
済
に
責

任
が
持
て
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
持
つ
必
要
が
あ
る
と
も
い
え
な
い6

❖

。
む
し

ろ
こ
う
し
た
弱
者
救
済
こ
そ
真
の
意
味
の
公
的
福
祉
、
す
な
わ
ち
官
セ
ク

タ
ー
の
役
割
で
あ
り
、
協
セ
ク
タ
ー
と
は
役
割
分
担
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
介
護
保
険
施
行
前
か
ら
の
利
用
者
を
、

介
護
保
険
以
後
も
引
き
継
ぐ
こ
と
で
移
行
期
に
軟
着
陸
を
果
た
し
た
。
一
部

の
民
間
企
業
が
ス
タ
ー
ト
し
て
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
営
業
不
振
か
ら

事
業
所
の
統
廃
合
を
決
め
た
こ
と
を
思
う
と
、
介
護
保
険
施
行
の
前
後
に
と

も
な
う
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
健
闘
ぶ
り
は
特
筆
し
て
よ
い
。
そ

実
態
を
知
り
、
そ
れ
に
対
し
て
問
題
意
識
を
持
つ
に
至
っ
た
。
そ
れ
は（
1
）

代
表
の
負
担
を
軽
減
し
、
責
任
を
分
散
す
る
こ
と
、（
2
）無
償
労
働
を
有
償

化
し
、
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
、
そ
し
て（
3
）そ
う
し
な
け
れ
ば
創
業
期

リ
ー
ダ
ー
に
続
く
次
の
代
表
の
後
継
者
が
育
た
な
い
と
い
う
危
機
感
で
あ
る
。

こ
れ
は
の
ち
に
代
表
手
当
の
引
き
上
げ
に
つ
な
が
っ
た
が
、
こ
の
調
査
は
そ

れ
に
対
す
る
正
統
性
を
付
与
す
る
効
果
を
持
っ
た
。
ア
ク
シ
ョ
ン・リ
サ
ー

チ
が
効
果
を
持
っ
た
例
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ほ
と
ん
ど
無
茶
と
も
い
え
る
代
表
の
活
動
実
態
の
背
景
に

な
っ
て
い
る
の
が
、
利
用
料
金
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。「
自
分
が
ほ
し
い
サ
ー

ビ
ス
」を「
自
分
な
ら
払
え
る
料
金
」で
利
用
し
た
い
と
い
う
理
念
か
ら
、
グ

リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
ス
タ
ー
ト
時（
九
四
年
）

に
利
用
料
金
を
一
時
間
七
〇
〇
円
に
設
定
し
た
。
う
ち
一
〇
〇
円
が
運
営
費
、

民
間
企
業
で
言
え
ば
経
営
コ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
も
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
は
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
の
も
と
に
統
一
事
業
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し

た
か
ら
、
地
域
格
差
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
料
金
は
一
本
化
さ
れ

て
お
り
、
各
団
体
が
自
主
的
に
決
定
す
る
権
利
を
持
た
な
か
っ
た
。

「
家
事
や
介
護
は
タ
ダ
」と
考
え
て
き
た
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
七
〇
〇

円
と
い
え
ど
も
家
族
以
外
の
人
手
を
有
償
で
利
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
ハ
ー

ド
ル
は
高
い
。
利
用
料
金
で
断
ら
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
し
、
料
金
分

の
仕
事
に
対
す
る
視
線
が
き
び
し
い
と
も
感
じ
て
い
る
。
7
章
の
利
用
者
調

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の

利
用
者
と
利
用
料
金

6
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収
益
の
あ
が
ら
な
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
価
格
に
近
い
。

利
用
者
と
の
関
係
で
、
ワ
ー
カ
ー
が
し
ば
し
ば
不
満
を
も
ら
す
の
は「
家

政
婦
扱
い
は
イ
ヤ
」と
い
う
こ
と
。「
人
助
け
」動
機
で
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
に
参
加
し
た
女
性
た
ち
が
、
相
対
的
に
経
済
階
層
の
高
い
利
用
者
か

ら
、「
都
合
の
よ
い
時
間
に
使
え
る
低
料
金
で
便
利
な
家
政
婦
」と
見
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。「
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」代
表

で
造
語
の
名
人
で
あ
る 

樋
口
恵
子
は
、
介
護
ヘ
ル
パ
ー
を「
社
会
の
嫁
」と

呼
ん
だ
が
、
そ
れ
を
引
い
て「
わ
た
し
た
ち
は「
社
会
の
嫁
」。
困
っ
た
と
き

の
ワ
ー
カ
ー
頼
み
で
、
し
ょ
せ
ん
使
い
や
す
い
し
ろ
う
と
集
団
、
地
域
の
便

利
屋
だ
」と
自
嘲
気
味
に
言
う
ワ
ー
カ
ー
も
い
る
。
時
給
六
〇
〇
円
の
報
酬

水
準
に
満
足
し
て
い
る
人
は
少
な
い
。「
正
当
な
評
価
が
ほ
し
い
」と
思
う
が
、

「
自
分
が
利
用
者
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
上
げ
ら
れ
な
い
」と
か
、「
福
祉

の
仕
事
に
お
カ
ネ
は
と
れ
な
い
」と
い
う
意
見
だ
け
で
な
く
、「
報
酬
を
高
く

と
る
と
、
価
値
あ
る
仕
事
だ
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
が
崩
れ
る
」と
い
う
、
報
酬

と
プ
ラ
イ
ド
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
も
あ
る
。
金
銭
の
授
受
に
と
も
な
う
利
用
者

と
の
力
関
係
を
、
逆
転
し
て
い
る
の
が「
低
報
酬
」が
も
た
ら
す
プ
ラ
イ
ド
な

の
で
あ
る
。

こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、
働
く
女
性
の

「
子
育
て
支
援
」で
あ
る
。
家
事
介
護
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
は
介

れ
と
い
う
の
も
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
介
護
保
険
に
便
乗
し
て

突
然
生
ま
れ
た
事
業
体
で
は
な
く
、
保
険
施
行
以
前
か
ら
地
域
で
利
用
者
を

確
保
し
て
実
績
を
積
み
上
げ
て
き
た
こ
と
に
よ
る﹇
上
野2002c

﹈。
移
行
の
一

時
期
、
利
用
者
数
は
減
少
し
な
い
も
の
の
、
利
用
時
間
の
減
少
が
起
き
た
。

だ
が
こ
れ
も
介
護
保
険
の
高
め
の
公
定
価
格
の
設
定
の
お
か
げ
で
、
収
益
は

増
加
し
、
財
政
的
に
は
安
定
し
た
。
介
護
保
険
施
行
後
、
保
険
利
用
が
低
料

金
の
家
事
援
助
に
集
中
し
た
た
め
、
民
間
企
業
は
人
件
費
比
率
の
高
さ
か
ら

苦
戦
を
強
い
ら
れ
た
。
だ
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
そ
れ
以
前
の

料
金
設
定
が
い
ち
じ
る
し
く
低
か
っ
た
た
め
に
、
一
五
三
〇
円
の
家
事
援
助

で
も
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
利
用
料
金
が
倍
増
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
介
護

保
険
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て
は
か
っ
こ
う
の
追
い
風
と

な
っ
た
。

他
方
、
利
用
者
に
し
て
み
れ
ば
、
家
事
援
助
一
時
間
七
〇
〇
円
の
利
用

料
が
、
保
険
に
と
も
な
っ
て
利
用
料
一
五
三
〇
円（
施
行
当
時
）の
一
割
負
担
、

一
五
〇
円
程
度
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
負
担
軽
減
で
あ
る
。
身
体

介
護
四
〇
二
〇
円
の
一
割
負
担
約
四
〇
〇
円
で
も
、
そ
れ
ま
で
の
利
用
料
よ

り
は
安
い
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
保
険
外
利
用
料
金
を
低
料
金

に
維
持
し
た（
二
〇
〇
六
年
時
点
で
保
険
外
利
用
の「
生
活
応
援
事
業
」の
利
用
料
は
平
日
一
時
間

一
三
〇
〇
円
、
祝
祭
日
と
時
間
外
で
一
六
〇
〇
円
、
深
夜
で
二
〇
〇
〇
円
で
あ
る
）た
め
に
、
利

用
者
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
。
ワ
ー
カ
ー
報
酬
は
保
険
施
行
後
九
〇
〇
円
か
ら
さ

ら
に
一
二
〇
〇
円
ま
で
に
上
が
っ
た
も
の
の
、
保
険
内
利
用・保
険
外
利
用

で
報
酬
に
は
差
を
つ
け
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
保
険
外
利
用
に
つ
い
て
は

❖
6 

介
護
保
険
施
行
以
後
に
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
利
用
者
に
生
活
保
護
世
帯
と

障
害
者
単
身
世
帯
と
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
介
護
保
険
と
支
援
費
制
度
の
利

用
者
で
あ
る
。
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役
割
」を
果
た
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
の
プ
ラ
イ
ド
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
階

層
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
、「
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
支
援
」へ
の
拒
否
感
に
は
あ
る

と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
ワ
ー
カ
ー
の
女
性
た
ち
の
世
帯
年

収
は
高
い
が
、
自
分
自
身
の
機
会
費
用
は
低
い
と
い
う
屈
折
、
利
用
者
よ
り

相
対
的
に
高
経
済
階
層
に
属
し
な
が
ら
、
自
分
よ
り
機
会
費
用
の
高
い
若
い

女
性
に
使
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
屈
辱
感
が
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
反
応
を
引
き
出
し
た
と
思
わ
れ
る7

❖

。

低
料
金
に
と
も
な
う
プ
ラ
イ
ド
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
る
の
は
、
あ
れ
ほ
ど

い
や
が
ら
れ
る
子
育
て
支
援
に
例
外
が
あ
る
こ
と
だ
。
ワ
ー
カ
ー
が
子
育
て

支
援
に
入
っ
て
い
る
二
例
の
う
ち
、
一
例
は
離
別
母
子
家
庭
、
一
例
は
子
ど

も
が
障
害
児
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。「
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
」と
い
う

「
福
祉
」目
的
で
あ
れ
ば
、
働
く
女
性
の
子
育
て
支
援
も
許
容
さ
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
階
層
要
因
と
主
婦
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
が
、
パ
ー
ト
に
劣
る
低
料

金
を「
プ
ラ
イ
ド
の
値
段
」と
し
て
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

調
査
対
象
の
四
九
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
事
業
高
は
、
ト
ッ
プ

は
月
間
利
用
時
間
八
〇
〇
時
間
を
超
え
る
も
の
か
ら
ボ
ト
ム
は
一
〇
〇
時
間

に
満
た
な
い
も
の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
11
章
図
18・
19
で
示
し
た
よ

う
に
、
設
立
以
来
利
用
時
間
は
う
な
ぎ
の
ぼ
り
に
増
加
し
て
い
る
が
、
事
業

規
模
の
拡
大
は
少
し
も
経
営
の
安
定
を
も
た
ら
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
調
査

時
点
の
九
九
年
に
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
創
業
期
を
経
て
地

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
経
営
コ
ス
ト

7

護
の
ほ
か
に
、
育
児
期
の
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
女
性
か
ら
の「
子
育
て
支
援
」

サ
ー
ビ
ス
へ
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
。
子
育
て
支
援
は
い
っ
た
ん
引
き
受
け
る
と

介
護
に
比
べ
て
利
用
時
間
の
連
続
性
、
継
続
性
、
安
定
性
が
高
い
た
め
に
、

事
業
体
に
と
っ
て
は
実
の
と
こ
ろ
都
合
の
よ
い
利
用
者
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
代
表
が
異
口
同
音
に
証
言
す
る
の
は
、
代
表
の
懇
請
や
誘
導
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
ワ
ー
カ
ー
が
働
く
女
性
の
子
育
て
支
援（
彼
女

た
ち
は「
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
支
援
」と
呼
ぶ
）に
入
る
こ
と
を
忌
避
す
る
こ
と
で
あ
る
。

女
性
が
家
事
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
の
は
、
そ
の
女
性
の
機
会
費
用
が
高
く
、

家
事
サ
ー
ビ
ス
の
代
替
費
用
を
上
回
る
場
合
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
家
事

サ
ー
ビ
ス
を
外
注
し
て
も
な
お
自
分
の
収
入
が
上
回
れ
ば
、
女
性
は
就
労
を

継
続
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
経
済
学
で
は
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
女

性
に
は
教
師
や
公
務
員
な
ど
、
高
学
歴
の
専
門
職
女
性
が
多
い
。
そ
う
い
う

働
く
女
性
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
、
ワ
ー
カ
ー
が
低
料
金
で
子
育
て
支
援
を
す

る
こ
と
は
、
彼
女
た
ち
の「
育
児
放
棄
」を
補
完
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と

ワ
ー
カ
ー
た
ち
は
感
じ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
主
婦
役
割
を
誰
に
も
後

ろ
指
さ
さ
れ
る
こ
と
な
く
果
た
し
て
き
た
、
と
い
う
彼
女
た
ち
の
強
烈
な
プ

ラ
イ
ド
が
あ
る
。
そ
の
プ
ラ
イ
ド
は
、
同
じ
女
性
が
仕
事
を
優
先
し
て
、
母

親
の
役
割
を
果
た
さ
な
い
こ
と
へ
の
批
判
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

代
表
の
ひ
と
り
は
、「
働
く
女
性
の
両
立
支
援
と
い
う
た
い
せ
つ
な
役
割

が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
説
得
す
る
の
で
す
が
、
だ
め
で
す
」と
嘆

く
。
こ
の
代
表
が
解
釈
す
る
よ
う
に「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
浸
透
が
足
り
な
い
」

と
い
う
意
識
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ワ
ー
カ
ー
の
女
性
た
ち
が「
主
婦
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ス
ト
」と
い
う
発
想
が
も
と
か
ら
な
く
、
当
初
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
感
覚

だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
民
間
事
業
者
な
ら「
非
常
識
」と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
は
傘
下
の
す
べ
て
の
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
対
し
て
、
福
祉
連
帯
基
金
か
ら
年
間
六
〇
万
円
の
助

成
金
を
無
償
で
支
出
し
て
き
た
。
こ
の
金
額
は
代
表
手
当
月
額
五
万
円
の

一
二
ヵ
月
分
と
い
う
算
定
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
助
成
金
の
シ
ス
テ

ム
そ
の
も
の
が
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
組
合
員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
の
一
環
と
と
ら
え
、
そ
の
活
動
費
を
生
協
が
負
担
す
る
と
い
う
考
え

か
ら
来
て
い
る
。
表
3
に
あ
げ
た
代
表
の
月
収
の
う
ち
五
万
円
を
切
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
は
、
事
業
所
の
経
営
コ
ス
ト
が
こ
の
代
表
手
当
分
に
ま
で
食
い
こ

ん
で
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
代
表
は
誰
よ
り
も
長
時
間
働
き
な
が
ら

誰
よ
り
も
報
わ
れ
な
い
―
―
本
人
の
使
命
感
や
自
己
満
足
以
外
に
は
―
―
労

働
を
ひ
き
う
け
て
い
た
こ
と
が
、
調
査
か
ら
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ち
な
み
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
価
格
」は
、

自
治
体
が
呼
び
か
け
る
住
民
の
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
報
酬
と
似
て
い

る
。
多
く
の
自
治
体
は
住
民
相
互
の
互
助
活
動
の
促
進
の
た
め
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
登
録
を
う
な
が
し
、
七
〇
〇
円
か
ら
八
〇
〇
円
程
度
の
低
額
の
利
用

料
金
を
設
定
し
て
、
事
務
局
に
一
〇
〇
円
程
度
の
手
数
料
を
支
払
う
か
、
も

域
に
根
を
お
ろ
し
、
事
業
体
と
し
て
の
成
熟
期
に
入
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、

経
営
の
先
行
き
が
見
え
な
い
危
機
感
が
、
今
回
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

発
足
の
背
景
に
は
あ
っ
た
。

事
業
高
が
グ
ル
ー
プ
内
で
一
位
に
あ
た
る
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

の
代
表
、
A
さ
ん
は
言
う
。

「
設
立
当
初
は
無
我
夢
中
で
走
っ
た
。
利
用
時
間
五
〇
〇
時
間
を
超
し
た

あ
た
り
か
ら
、
少
し
は
ラ
ク
に
な
る
か
と
思
っ
た
が
、
少
し
も
ラ
ク
に
な
ら

な
い
。
ど
う
し
て
か
を
考
え
て
み
た
か
っ
た
」

答
は
か
ん
た
ん
で
あ
る
。

利
用
時
間
五
〇
〇
時
間
な
ら
事
業
高
は
三
五
万
円
に
の
ぼ
る
が
、
う
ち

ワ
ー
カ
ー
報
酬
が
三
〇
万
、
事
業
所
の
取
り
分
は
五
万
円
に
す
ぎ
な
い
。
利

用
者
と
時
間
数
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
、
調
整
、
事

務
処
理
、
経
理
、
人
事
管
理
、
苦
情
処
理
等
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
は
相
関

し
て
増
え
る
。
介
護
事
業
の
よ
う
に
労
働
集
約
型
で「
規
模
の
メ
リ
ッ
ト
」が

働
き
に
く
い
業
種
で
は
、
事
業
規
模
が
拡
大
す
れ
ば
経
営
コ
ス
ト
が
低
下
す

る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ワ
ー
カ
ー
の
手
取
り
の
ほ
か
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
は
一
件
あ
た
り
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
料
を
支
払
っ
て
お
り
、

他
に
事
務
所
当
番
も
有
償
化
さ
れ
て
い
る
。
月
額
五
万
円
で
は
事
業
所
を
維

持
す
る
経
費
も
出
な
い
。
わ
た
し
た
ち
の
共
同
研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
た
頃
に

は
、
こ
れ
で
は
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
赤
字
に
な
る
、
と
い
う
負
担
増
加
の
悪
循

環
に
陥
っ
て
い
た
。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
料
金
体
系
に
は「
経
営
コ

❖
7 「
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
会・北
九
州
」で
は「
遠
く
の
祖
母
よ
り
近
く
の
グ
ラ
ン
マ
」の
標
語

の
も
と
に
乳
幼
児
を
抱
え
た
若
い
母
親
へ
の
子
育
て
支
援
に
取
り
組
ん
で
好
評
を
得
て
い
る
が
、

（
1
）年
齢
差
が
大
き
い
こ
と
、（
2
）有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
で
、
関
係
の
非
対
称
性
が

維
持
さ
れ
て
い
る
。
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ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
年
間
剰
余
金
と
事
業
高
と
の
あ
い
だ
に
は

何
の
相
関
も
な
い
こ
と
も
判
明
し
た
。
九
八
年
度
の
収
支
は
、
三
八
団
体
中

五
団
体
を
除
い
て
す
べ
て
黒
字
。
当
期
剰
余
金
は
平
均
一
一
万
九
〇
〇
〇
円

に
の
ぼ
る
。
代
表
や
ワ
ー
カ
ー
の
活
動
実
態
を
見
れ
ば
、
に
わ
か
に
は
信
じ

が
た
い
数
字
で
あ
る
。

そ
の
謎
は
す
ぐ
に
解
け
た
。
各
団
体
は
年
度
末
に
剰
余
金
を
ど
の
程
度
に

設
定
し
よ
う
か
と
配
慮
し
、「
は
じ
め
に
答
あ
り
き
」の
姿
勢
で
収
支
決
算
書

を
作
成
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
内
部

に
た
ち
い
っ
た
情
報
が
え
ら
れ
る
の
も
、
担
い
手
自
身
に
よ
る
ア
ク
シ
ョ

ン・リ
サ
ー
チ
な
ら
で
は
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、（
1
）基
本
的
な
経
営
コ
ス
ト
意
識
の
不
在
と
、

そ
の
結
果（
2
）収
支
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
た
め
に
代
表
の
無
償
労
働
の

負
担
が
重
く
な
る
、
と
い
う
悪
循
環
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
す
で
に
見
た
よ
う

に
代
表
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
関
連
活
動
時
間
は
、
私
生
活
に
し

わ
よ
せ
が
く
る
程
度
に
長
時
間
で
負
担
の
重
い
も
の
で
あ
り
、
生
活
の
片
手

間
に
お
こ
な
う
よ
う
な
水
準
を
越
え
て
い
る
。
利
用
時
間
の
増
加
に
と
も

な
っ
て
、
そ
の
負
担
は
限
界
を
迎
え
て
い
た
。

経
営
コ
ス
ト
を
貨
幣
費
用
で
計
上
し
た
デ
ー
タ
が
な
い
と
な
れ
ば
、
貨
幣

費
用
で
は
な
く
時
間
費
用
で
測
定
し
て
は
ど
う
か
?　
そ
の
調
査
結
果
が

次
の
図【
図
21
】で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
四
五
団
体
を
対
象
に
、

代
表
の
時
間
利
用
調
査
と
同
じ
手
法
で
、
収
益
活
動
時
間
と
収
益
外
活
動
時

間
と
を
一
ヵ
月
間
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
記
録
し
て
も
ら
い
、
そ
の
合
計
を
出

し
く
は
全
額
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
受
け
と
る
し
く
み
を
導
入
し
て
い
る
。
だ

が
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
利
用
者
と
提
供
者
と
を
つ
な
ぐ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
の
役
割
を
自
治
体
職
員
が
担
当
し
て
お
り
、
そ
の
職
員
に
は
税
金
か
ら
給

与
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
一
見「
低
料
金
」に
見
え
る
自

治
体
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
人
件
費
コ
ス
ト
を
含
め
れ
ば
相
対
的
に
高
い

負
担
を
住
民
が
税
金
か
ら
支
払
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
独
立
採

算
を
要
求
さ
れ
る
協
セ
ク
タ
ー
の
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
、
官
セ
ク

タ
ー
の
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
が
、
同
じ
条
件
の
も
と
で
競
合
す
る
場

合
、
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
に
と
っ
て
は
い
ち
じ
る
し
く
不
利
に
な
る
。
そ

の
点
で
は
官
セ
ク
タ
ー
が
主
導
す
る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、（
1
）地

域
住
民
の
自
発
的
な
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
組
織
化
を
促
進
す
る
ど
こ

ろ
か
阻
害
し
て
お
り
、（
2
）市
民
事
業
体
の
成
立
と
維
持
を
妨
げ
る
効
果
が

あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
で
い
う
な
ら
、（
3
）福
祉

労
働
の
労
働
市
場
に
お
け
る
価
格
破
壊
に
手
を
貸
し
て
い
る
と
さ
え
、
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
経
営
コ
ス
ト
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
?

彼
女
た
ち
に
は
経
営
コ
ス
ト
意
識
が
な
く
、
そ
れ
を
事
業
体
の
収
支
に
組

み
こ
ん
で
い
な
い
た
め
に
、
収
支
決
算
書
か
ら
コ
ス
ト
を
読
み
と
る
こ
と
が

ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
た
だ
ち
に
判
明
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

経
営
コ
ス
ト
と
時
間
費
用

8
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し
て
、
活
動
総
時
間
数
の
収
益
活
動
時
間
に
対
す
る
比
率
を
算
出
し
た
。
こ

れ
で
収
益
活
動
一
時
間
あ
た
り
に
発
生
す
る
経
営
コ
ス
ト
を
、
時
間
費
用
で

測
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
収
益
外
活
動
時
間
に
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
つ
き
も
の
の
会
議
の
延
べ

0

0

時
間
を
含
め
た
。
民
間
企
業
の

よ
う
な
雇
用
関
係
と
違
い
、
横
並
び
の「
自
己
決
定
」労
働
で
は
、
ワ
ー
カ
ー

の
あ
い
だ
の
意
思
決
定
に
時
間
コ
ス
ト
が
か
か
る
。
会
議
時
間
は
、「
時
間

数
×
参
加
者
数
」で
算
出
し
た
。
一
般
に
主
婦
は
時
間
費
用
に
敏
感
と
は
言

え
な
い
う
え
に
、
会
議
慣
れ
し
て
い
る
生
協
関
係
者
は
会
議
を
コ
ス
ト
と
考

え
な
い
傾
向
が
あ
る
が
、
民
間
企
業
に
と
っ
て
は
従
業
員
が
会
議
に
参
加
し

て
い
る
あ
い
だ
に
も
賃
金
が
発
生
し
て
い
る
か
ら
、
会
議
時
間
が
コ
ス
ト
で

あ
る
こ
と
は
常
識
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
、
お
ど
ろ
く
べ
き
発
見
が
得
ら
れ
た
。
図
21
は
対
象
ワ
ー

カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
利
用
時
間
の
多
い
順
に
な
ら
べ
た
も
の
だ
が
、

事
業
高
の
少
な
い
団
体
ほ
ど
相
対
的
に
経
営
に
か
か
る
時
間
コ
ス
ト
が
高
い

と
は
言
え
る
も
の
の
、
は
っ
き
り
し
た
相
関
は
見
ら
れ
な
い
。
全
四
五
団

体
の
平
均
は
二
六
七・
一
%
だ
が
、
事
業
高
の
大
き
い
団
体
で
は
平
均
以
下
、

ほ
ぼ
二
〇
〇
%
の
水
準
に
収
斂
し
て
い
る
。
利
用
時
間
の
少
な
い
団
体
の
分

散
が
大
き
い
た
め
に
そ
れ
を
除
外
し
、
利
用
時
間
五
〇
〇
時
間
超
を
安
定
し

た
事
業
を
継
続
で
き
る
事
業
高
の
規
模
と
想
定
し
た
う
え
で
、
利
用
時
間

五
〇
〇
時
間
を
超
え
る
上
位
一
一
団
体
に
限
れ
ば
平
均
は
二
一
七・
一
%
と

な
る8

❖

。
事
業
高
が
大
き
く
、
経
験
を
積
ん
だ
団
体
で
は
経
営
効
率
が
あ
が
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
会
議
時
間
を
見
る
と
、
全
団
体
の
月
間
会
議
時
間

利用時間 会議小計 平均 上位11団体の平均 ケア時間／活動時間総合計

900

800

700

600

500

400

300

0

200

100

1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

0
1 41313 433323135 453525157 37271711 219 392919

図21　ワーカーズ・コレクティブの運営コスト

時間コスト利用時間
（時間）

上位11団体
（利用時間
500時間超）
平均217.1% 平均267.1%
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「
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
め
ん
ど
う
く
さ
い
働
き
方
」と
い
う
発
言

か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
ワ
ー
カ
ー
の
経
営
参
加
と
合
意
形

成
の
た
め
の
コ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
会
議
の
時
間
コ
ス
ト
は
、
削
減
し
て
は
な
ら
な
い
性
格

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
思
決
定
コ
ス
ト
が
、
協
セ
ク
タ
ー
の「
市
民
参
加

型
福
祉
」、
労
働
の「
自
己
決
定
」と「
経
営
参
加
」を
支
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
月
間
利
用
時
間
五
〇
〇
時
間
を
超
え
た
成
熟
期
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
が
の
き
な
み
平
均
的
な
時
間
コ
ス
ト
に
収
斂
し
て
い
る
事
実
も
、

彼
女
た
ち
の
経
営
努
力
が
け
っ
し
て
不
十
分
な
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
推
測

さ
せ
る
。
そ
の
う
え
で
、
上
位
団
体
に
お
け
る
時
間
費
用
か
ら
見
た
経
営
コ

ス
ト
の
平
均
値
二
一
七・
一
%
は
経
験
的
に
み
て
妥
当
な
数
値
だ
と
い
う
の

が
わ
た
し
の
判
断
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
利
用
高
が
上
が
り
、
経
営
努
力
を

し
て
み
て
も
な
お
追
い
つ
か
な
い
収
支
構
造
が
、
最
初
か
ら
利
用
料
金
の
シ

ス
テ
ム
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。

こ
の
事
情
は
介
護
保
険
後
に
大
き
く
変
化
し
た
。
利
用
者
に
と
っ
て
は
負

担
減
だ
が
、
事
業
者
に
と
っ
て
は（
こ
れ
ま
で
の
水
準
か
ら
み
て
）破
格
の
高
額
の

利
用
料
金
が
設
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に

と
っ
て
は
制
度
の
変
更
に
と
も
な
っ
て
、
利
用
料
が
ほ
ぼ
倍
額
に
上
昇
し
た
。

経
営
努
力
な
し
に
同
一
の
利
用
時
間
数
に
対
し
て
事
業
高
が
倍
増
し
た
の

だ
か
ら
、
介
護
保
険
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て
は
福
音
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
ワ
ー
カ
ー
報
酬
も
保
険
施
行
時
に
は
八
〇
〇

円
へ
と
上
昇
し
、
地
域
最
低
賃
金
を
上
回
る
ば
か
り
か
、
非
熟
練
パ
ー
ト
の

の
平
均
は
九
五・
六
時
間
。
な
か
に
は
会
議
時
間
が
利
用
時
間
を
上
回
っ
て

い
る
団
体
も
あ
り
、
こ
れ
で
は
経
営
効
率
が
よ
い
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
調
査
結
果
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
何
か
?　
こ
こ
で
は
月
間

五
〇
〇
時
間
超
の
上
位
一
一
団
体
の
平
均
値
、
二
一
七・
一
%
を
採
用
す
る
。

収
益
事
業
一
時
間
に
対
す
る
経
営
コ
ス
ト
は
時
間
費
用
で
ほ
ぼ
二
倍
、
す
な

わ
ち
五
〇
〇
時
間
の
利
用
時
間
が
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
じ
だ
け
の
五
〇
〇
時
間

の
付
帯
業
務
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
利
用
時
間
が
伸
び
れ
ば

伸
び
る
ほ
ど
代
表
の
首
が
回
ら
な
く
な
る
と
い
う
悲
鳴
に
も
、
根
拠
が
あ
る

こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
二
一
七・
一
%
と
い
う
数
字
を
ど
う
解
釈
し

た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
?　
こ
の
水
準
は
効
率
の
よ
い
経
営
と
い
え
る
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
数
値
は
、「
合
理
化
」に

よ
っ
て
少
な
く
で
き
れ
ば
少
な
い
だ
け「
経
営
効
率
」が
よ
い
と
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。

収
益
外
活
動
時
間
に
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
や
ワ
ー
カ
ー
間
の
調
整
、
会

計
処
理
の
よ
う
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
業
務
の
ほ
か
に
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
に
つ
き
も
の
の
会
議（
月
に
一
度
の
全
体
会
議
、
中
心
メ
ン
バ
ー
に
よ
る

運
営
会
議
、
利
用
者
情
報
を
共
有
す
る
ケ
ア
会
議
、
代
表
が
参
加
す
る
外
部
の
会
議
等
）や
研
修

が
含
ま
れ
る
。
上
意
下
達
方
式
で
な
い
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
で
は
、

合
意
形
成
と
意
思
決
定
の
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
会
議
で
あ
る
。

会
議
参
加
の
時
間
は
ワ
ー
カ
ー
に
報
酬
は
支
払
わ
れ
な
い
。
会
議
参
加
が
一

部
の
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
は
否
定
的
な
コ
ス
ト
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
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賃
金
水
準
も
超
え
る
に
至
っ
た9

❖

。
民
間
事
業
者
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
時
給

一
一
〇
〇
〜
一
三
〇
〇
円（
当
時
）と
比
べ
る
と
こ
れ
で
も
相
対
的
に
低
い
が
、

そ
れ
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
独
自
の
料
金
体
系
を
持
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
介
護
保
険
指
定
の
民
間
事
業
者
が
保
険
外
利
用
を
公
定
価
格

の
ま
ま
利
用
者
一
〇
割
負
担
で
応
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
は
保
険
外
利
用
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
価
格
に
近
い
低
料
金
で
引
き

う
け
た
。
ワ
ー
カ
ー
の
報
酬
も
、
保
険
内
利
用
と
保
険
外
利
用
と
で
差
を
つ

け
な
い
、
家
事
援
助
と
身
体
介
護
で
差
を
つ
け
な
い
、
資
格
の
違
い
で
差
を

つ
け
な
い
、
と
い
う「
横
並
び
」の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

横
並
び
の
平
等
意
識
と
会
議
時
間
の
長
さ
に
象
徴
さ
れ
る
労
働
の
自
己
決

定・経
営
参
加
方
式
が
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
の
意
欲
を

支
え
て
い
る
。

介
護
保
険
は
官
／
民
／
協
の
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
を
、
出
来
高
払
い
と
い

う
同
じ
条
件
の
も
と
の
競
争
に
投
げ
こ
ん
だ
。
そ
の
う
ち
官
セ
ク
タ
ー
と
協

セ
ク
タ
ー
の
介
護
事
業
体
経
営
コ
ス
ト
を
、
九
四
年
に
首
都
圏
で
比
較
調
査

し
た
デ
ー
タ
が
あ
る【
表
4
】。
神
奈
川
生
活
ク
ラ
ブ
運
動
グ
ル
ー
プ
福
祉
協

議
会
に
設
置
し
た「
福
祉
政
策
懇
話
会
」が
、
九
四
年
に
調
査
し
、
九
五
年
の

同
会
の
総
会
議
案
書
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る10

❖

。
こ
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、

一
時
間
あ
た
り
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
事
業
に
か
か
る
事
業
コ
ス
ト（
人
件
費
、
施

設
費
、
備
品
費
、
そ
の
他11

❖

の
合
計
）は
高
い
順
に
、
平
塚
市
一
万
五
八
五
円
、
川
崎

経
営
コ
ス
ト
比
較

9

市
九
七
七
五
円
、
川
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会
二
五
一
五
円
、
横
浜
市
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
協
会
二
一
四
五
円
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ「
た
す
け
あ
い
だ

ん
だ
ん
」（
川
崎
市
）九
四
〇
円
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ「
結
」（
横
浜
市
）

八
八
六
円
と
な
る
。
セ
ク
タ
ー
別
に
分
類
す
れ
ば
高
い
順
に
、
自
治
体
直
営

の
二
団
体
の
平
均
が
一
万
一
八
〇
円
、
い
わ
ゆ
る「
第
三
セ
ク
タ
ー
」の
自
治

体
外
郭
二
団
体
の
平
均
が
二
三
三
〇
円
、
こ
れ
に
対
し
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
二
団
体
の
平
均
が
九
一
三
円
で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
二
団
体
の
コ
ス
ト
は
い
ち
じ
る
し
く
低
い
が
、
人
件
費
率
は
八
〇
%

以
上
、
こ
の
コ
ス
ト
で
も
利
用
料
金
を
一
時
間
一
〇
〇
〇
円
以
上
に
設
定
し

な
い
と
利
益
は
上
が
ら
な
い
。
こ
の
数
値
が
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
と
同
じ
く
計

上
さ
れ
な
い
無
償
労
働
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
は
高
い
。

こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
は「
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
考
え
る
必
要
経

❖
8 

以
上
の
数
値
は
既
刊
の
報
告
書﹇
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
研
究
会2000

﹈や
論
文﹇
上
野2002c

﹈で
紹
介
し
て
き
た「
一
九
八・
四
%
」と
い
う
数
値
と
異

な
っ
て
い
る
。
今
回
本
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
一
次
デ
ー
タ
に
あ
た
り
、
算
定
し
な
お
し
た

と
こ
ろ
、
収
益
関
連
事
業
時
間
の
計
算
の
仕
方
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
改
め
て
す

べ
て
の
事
例
に
つ
い
て
計
算
を
や
り
直
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
数
値
を
訂
正
し
、
こ
ち
ら
を
決
定
稿

と
し
た
い
。

❖
9 
現
在
は
も
っ
と
上
昇
し
、
民
間
事
業
者
と
肩
を
な
ら
べ
る
水
準
に
達
し
て
い
る
。

❖
10 

生
活
ク
ラ
ブ
神
奈
川
の
小
川
泰
子
氏
の
提
供
に
よ
る
。

❖
11 「
そ
の
他
」に
つ
い
て
は
川
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
つ
い
て
は
管
理
職
人
件
費
お
よ
び
福

利
厚
生
費
、
横
浜
市
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
協
会
に
つ
い
て
は
手
数
料
徴
収
事
務
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
事
業

費
で
あ
る
。
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効
率
で
コ
ス
ト
感
覚
が
な
い
か
が
よ
く
わ
か
る
。
介
護
保
険
が
サ
ー
ビ
ス
の

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
い
う
方
式
を
採
用
し
、
自
治
体
自
ら
が
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
主
体
と
な
ら
な
い
と
い
う
選
択
を
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
。
介
護
保
険

以
前
の「
措
置
」時
代
に
、
経
営
コ
ス
ト
感
覚
な
し
に
事
業
を
運
用
し
て
き
た

自
治
体
直
営
事
業
や
社
協
の
よ
う
な
外
郭
団
体
が
、
保
険
施
行
後
に
突
然
独

立
採
算
制
を
要
求
さ
れ
て
混
乱
に
陥
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

以
上
の
貨
幣
タ
ー
ム
に
よ
る
事
業
コ
ス
ト
を
、
わ
た
し
た
ち
の
得
た
時
間

タ
ー
ム
に
よ
る
経
営
コ
ス
ト
と
比
較
す
る
こ
と
は
、
算
定
の
方
法
が
も
と
も

と
違
う
か
ら
で
き
な
い
。
だ
が
、
月
間
利
用
時
間
五
〇
〇
時
間
規
模
の
事
業

体
で
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
算
出
さ
れ
た
経
営
コ
ス
ト
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
官

セ
ク
タ
ー
に
対
し
て
、
協
セ
ク
タ
ー
が
経
営
コ
ス
ト
の
う
え
で
も
相
対
的
に

優
位
に
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

民
間
企
業
に
つ
い
て
は
経
営
コ
ス
ト
の
入
手
が
む
づ
か
し
い
が
、
介
護
保

険
以
後
の
事
例
で
、
経
営
コ
ス
ト
は
約
三
〇
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
、
人
件
費
比
率

が
七
割
を
超
す
と
経
営
を
圧
迫
す
る
と
い
う
N
社
の
内
部
情
報
を
得
た
。
介

護
事
業
の
よ
う
な
労
働
集
約
型
の
産
業
で
は
、
人
件
費
比
率
が
そ
の
ま
ま
経

営
コ
ス
ト
に
は
ね
か
え
る
。
公
定
価
格
が
一
定
な
ら
ば
、
先
述
し
た
経
営
コ

ス
ト
の
差
は
、
そ
の
ま
ま
逆
算
し
て
労
働
分
配
率
の
差
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
労
働
市
場
は
流
動
的
だ
か
ら
、
各
セ
ク
タ
ー
の
あ
い
だ
で
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
差
を
大
き
く
す
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。
そ
う
な
れ
ば
協

セ
ク
タ
ー
と
民
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
の
経
営
は
、
直
接
に
人
件
費
で
圧
迫
さ

れ
る
。
民
間
企
業
が
そ
れ
に
対
し
て
講
じ
た
対
策
は
、
利
用
単
価
の
高
い
身

費
モ
デ
ル
」と
し
て
利
用
時
間
年
間
六
〇
〇
〇
時
間
、
月
間
に
換
算
し
て

五
〇
〇
時
間
と
い
う
事
業
体
の
コ
ス
ト
が
別
に
試
算
さ
れ
て
い
る12

❖

。
そ
れ
に

よ
る
と
モ
デ
ル
経
費
は
二
二
三
五
円
。
一
見
し
た
と
こ
ろ「
三
セ
ク
」の
二
団

体
と
接
近
し
た
数
字
だ
が
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
必
要
経
費
モ
デ

ル
の
な
か
に
は
事
務
所
の
家
賃・光
熱
費
が
含
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
官

セ
ク
タ
ー
の
団
体
は
い
ず
れ
も
施
設
費
が「
不
明
」、
つ
ま
り「
他
部
署
と
の

併
用
等
に
よ
っ
て
算
出
不
可
能
」と
さ
れ
て
い
る
。
官
セ
ク
タ
ー
は
自
治
体

に
初
期
投
資
も
ラ
ン
ニ
ン
グ・コ
ス
ト
も
負
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
コ
ス
ト

を
背
負
わ
ず
に
す
む
。
代
わ
っ
て
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
な
く

て「
三
セ
ク
」に
あ
る
の
が
、
お
そ
ら
く
役
人
か
ら
天
下
り
し
た
で
あ
ろ
う

「
管
理
職
人
件
費
」で
あ
る
。
自
治
体
直
営
事
業
に「
管
理
職
人
件
費
」が
計
上

さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
公
務
員
給
与
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
、
実
際
に

は
市
民
は
税
金
で
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
い
る
。
他
方
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
二
団
体
に
管
理
者
の
人
件
費
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
も
そ

も
そ
の
部
分
が
無
償
労
働
で
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
モ
デ

ル
経
費
で
も
人
件
費
率
は
八
五
%
以
上
、
利
用
料
金
を
一
〇
〇
〇
円
前
後
に

設
定
す
れ
ば
確
実
に
赤
字
だ
し
、
モ
デ
ル
経
費
に
も
と
づ
く
利
用
料
金
設
定

を
す
れ
ば
二
〇
〇
〇
円
を
超
す
か
ら
、
一
〇
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
自
己
負
担
な
ら

利
用
者
が
激
減
す
る
だ
ろ
う
。
介
護
保
険
の
料
金
設
定
に
し
た
が
え
ば
、
家

事
援
助（
二
〇
〇
〇
年
度
）一
五
三
〇
円
で
は
確
実
に
採
算
割
れ
し
、
生
活
援
助

（
二
〇
〇
三
年
度
以
降
）二
〇 

八
〇
円
で
も
採
算
ベ
ー
ス
に
の
ら
な
い
。

こ
う
い
う
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
自
治
体
直
営
事
業
な
る
も
の
が
い
か
に
非
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体
介
護
へ
の
シ
フ
ト
だ
っ
た
。

厚
労
省
は
民
間
企
業
に
介
護
保
険
に
参
入
し
て
ほ
し
い
と
い
う
期
待
の
も

と
に
、
利
用
料
金
を
高
め
に
設
定
し
た
。
だ
が
介
護
保
険
施
行
後
誤
算
が
起

き
た
の
は
、
利
用
が
単
価
の
安
い
家
事
援
助（
施
行
当
時
の
名
称
、
二
〇
〇
三
年
以
降

は
生
活
援
助
と
変
更
）に
集
中
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
ス
タ
ー
ト
時
の
家
事
援
助
の

利
用
料
は
一
五
三
〇
円
。
ワ
ー
カ
ー
の
報
酬
七
〇
〇
円
台
な
ら
経
営
コ
ス
ト

二
〇
〇
%
で
も
十
分
に
や
っ
て
い
け
る
が
、
民
間
企
業
な
ら
こ
の
時
給
で
は

ワ
ー
カ
ー
は
集
ま
ら
な
い
。
経
営
コ
ス
ト
三
〇
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
を
前
提
に
す

れ
ば
、
身
体
介
護
四
〇
二
〇
円
で
よ
う
や
く
時
給
一
二
〇
〇
〜
一
五
〇
〇
円

台
の
賃
金
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
民
間
企
業
で
は
夜
間

や
食
事
時
の
集
中
利
用
に
も
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、「
都
合
の

い
い
と
き
に
だ
け
働
き
た
い
」ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
型
の
ワ
ー
カ
ー

に
は
敬
遠
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
協
セ
ク
タ
ー
の
非
営
利
事
業
体
は
民
セ
ク
タ
ー
の
営
利
企

業
に
く
ら
べ
て
も
経
営
コ
ス
ト
が
低
く
、
労
働
分
配
率
で
優
位
に
立
つ
こ

と
が
証
明
さ
れ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
低
料
金
で
も
や
っ
て
い
け
る
の
が
協

 実施主体

項目 平塚市 川崎市

川崎市
社会福祉
協議会

横浜市
ホームヘルプ
協会

たすけあい
だんだん

（W.Co・川崎市）
W.Co「結」
（横浜市）

W.Coの考える
必要経費モデル

年間ホームヘルプ
事業時間数
（単位：時間） 〔A〕

5,635 42,000 300,490 1,348,780 7,088 5,858 6,000 

ホ
ー
ム
ヘル
プ
事
業
費（
単
位
：
千
円
）

1.人件費関連
（給与・
事業者負担保険費・
研修費等） 〔B〕

59,647 338,608 653,589 678,622 5,855 4,973 

11,420 
人件費・
活動経費・
保険・研修費

2.施設費関連
（事務所建設・
維持管理費・
水光熱費等） 〔C〕

不明 不明 不明 不明 144 57 
1,320 

事務所（10坪）
家賃・水光熱費

3.備品関連等
（事務用品・
車両維持管理・
交通通信費等） 〔D〕

不明 29,860 63,015 398,723 664 160 

578 
交通通信費・
事務用品費・

印刷費

4.その他 〔E〕 ― ― 49,338 1,816,324 ― ― 95 

費用計
 （B+C+D+E)＝〔F〕 59,647 410,546 755,672 2,893,669 6,663 5,190 13,413 

1時間あたり事業コスト
（F÷A）（単位：円） 10,585 9,773 2,515 2,145 940 886 2,235 

表4　高齢者ホームヘルプ事業におけるコスト比較

生活クラブ運動グループ福祉協議会1994年調べ

❖
12 
表
4
の
出
典
に
は
以
下
の
説
明
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。「
右
端
の
表
はW

.C
o

が
活
動
を
円

滑
に
進
め
、
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
必
要
な
経
費
を
神
奈
川W

.C
o

連
合
会
が
試
算
し
モ
デ

ル
と
し
て
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
件
費
の
内
訳
は
、
事
務
局
一
名
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は

五
〇
〇
〇
事
業
時
間
に
つ
き
一
名
と
考
え
計
算
上
一・
二
名
、
活
動
経
費（
ワ
ー
カ
ー
報
酬
の
こ

と
）はW

.C
o

「
結
」の
実
績
を
も
と
に
一
時
間
七
二
〇
円
と
し
て
計
算
し
た
」。
数
値
の
合
計
額
は

計
算
式
と
合
わ
な
い
部
分
が
あ
る
が
、
原
典
の
ま
ま
挙
示
し
た
。
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ど
も
に
安
全
な
食
材
を
」と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

彼
女
た
ち
は
家
事
援
助
に
対
し
て
自
己
評
価
も
プ
ラ
イ
ド
も
高
い
。
訪
問

介
護
は
利
用
者
の
家
庭
が
職
場
で
あ
る
。
利
用
者
の
暮
ら
し
の
流
儀
に
合
わ

せ
て
臨
機
応
変
の
柔
軟
さ
が
要
求
さ
れ
る
し
、
気
配
り
や
気
働
き
も
重
要
で

あ
る
。
彼
女
た
ち
は「
身
体
介
護
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
で
き
る
が
、
家
事

援
助
に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
つ
く
れ
な
い（
ほ
ど
、
む
づ
か
し
い
）」と
い
う
。
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
報
酬
体
系
の
も
と
で
家
事
援
助
と
身
体
介
護
と

で
差
を
つ
け
な
い
の
も
、「
ど
こ
ま
で
が
家
事
援
助
で
、
ど
こ
か
ら
が
身
体

介
護
か
、
線
引
き
が
む
づ
か
し
い
」だ
け
で
な
く
、
難
易
度
が
変
わ
ら
な
い

と
い
う
現
場
の
認
識
に
よ
る
。
そ
の
経
験
か
ら
、
介
護
保
険
の
報
酬
改
定
に

あ
た
っ
て
は
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
は
一
貫
し
て「
身
体
介
護
と
家
事
援

助
の
報
酬
一
本
化
」を
要
求
し
て
き
た
。
保
険
施
行
三
年
目
の「
見
直
し
」に

際
し
て
、
家
事
援
助
と
身
体
介
護
の
複
合
型
が
な
く
な
り
、
家
事
援
助
が

「
生
活
援
助
」と
名
を
変
え
て
二
〇
八
〇
円
に
上
が
っ
た
の
は
、
第
一
に
民
間

事
業
者
が
こ
れ
ま
で
の
低
料
金
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
か
ら
で
あ
り
、
第
二

に
身
体
介
護
と
の
差
を
相
対
的
に
縮
小
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

「
主
婦
感
覚
」に
は
、「
プ
ロ
に
は
な
い
…
…
」と
い
う
積
極
的
な
イ
ン
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
他
人
の
家
庭
を
職
場
と
す
る
こ
と
へ
の
臨

機
応
変
な
対
応
や
柔
軟
さ
、
家
族
の
都
合
を
優
先
し
て
き
た
忍
耐
力
や
気
配

り
に
対
す
る
高
い
自
己
評
価
が
あ
る
一
方
で
、
家
政
婦
扱
い
を
拒
否
す
る
プ

ラ
イ
ド
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
プ
ラ
イ
ド
を
支
え
る
の
が
、
低

料
金
な
の
で
あ
る
。
こ
の「
主
婦
感
覚
」に
は
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て

セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
の
有
利
な
点
な
の
だ
が
、
介
護
保
険
の
官
／
民
／
協

セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
の
あ
い
だ
で
の
競
合
の
も
と
で
、
利
用
者
に
と
っ
て

は
、
料
金
だ
け
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
選
ぶ
理
由
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
?

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
主
と
し
て
そ
の（
保
険
外
利
用
の
）低
料
金
の

お
か
げ
で
利
用
者
か
ら
歓
迎
さ
れ
て
い
る
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
協
セ
ク

タ
ー
の
相
対
的
な
優
位
性
は
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
で
も
確
保
さ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
か
?

7
章
で
紹
介
し
た
利
用
者
調
査
の
結
果
か
ら
は
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連

合
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
評
価
は
た
し
か
に
高
い
が
、
継
続
利

用
を
し
て
い
る
利
用
者
の
満
足
は
、
比
較
可
能
な
指
標
に
な
ら
な
い
こ
と
は

す
で
に
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ワ
ー
カ
ー
側
の
自
己
評
価
は
高
く
、
他

の
事
業
体
に
対
す
る
競
争
優
位
の
根
拠
と
し
て「
主
婦
感
覚
」が
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
の
主
婦
意
識
は
強
い
。
主
婦
役

割
を「
手
を
抜
か
ず
に
や
っ
て
き
た
」と
い
う
自
負
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
働
く
女
性
の
子
育
て
支
援
に
も
消
極
的
で
あ
る
。
そ
の
点
で

は
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
生
協
活
動
は
、
性
別
役
割
分
担
を
解
消
す
る
ど
こ
ろ

か
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
に
こ
そ
選
ば
れ
た
と
い
え
る
。
各
種
の
調
査
か

ら
も
、
生
協
組
合
員
の
加
入
時
期
は
圧
倒
的
に
出
産
後
、
加
入
動
機
は「
子

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
サ
ー
ビ
ス
の
質

10
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ト
と
考
え
る
ワ
ー
カ
ー
も
登
場
し
た
。
介
護
保
険
以
後
、
収
入
動
機
か
ら
非

組
合
員
の
ワ
ー
カ
ー
が
参
入
し
て
く
る
に
つ
れ
、
創
設
期
メ
ン
バ
ー
と
の
あ

い
だ
に
理
念
の
継
承
を
め
ぐ
る
ギ
ャ
ッ
プ
も
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
担
い
手
の
変
化
に
対
処
し
て
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
の
解
散
、
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
直
営
化
と
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
雇
用
者
化

と
い
う
大
胆
な
経
営
再
編
を
打
ち
出
し
た
の
が
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
千
葉
だ
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
協
セ
ク
タ
ー

の
市
民
事
業
体
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
創
業
支
援
シ
ス
テ
ム
を
自
覚

的
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
市
民
事
業
体
に
は
資
金
力
も

ノ
ウ
ハ
ウ
も
な
い
場
合
が
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
N　
P　
O
の
よ
う
な
市
民

事
業
体
は
資
本
集
約
型
で
も
な
く
知
識
集
約
型
で
も
な
い
労
働
集
約
型
の

産
業
部
門（
ケ
ア
ワ
ー
ク
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
）に
集
中
し
て
い
る
の
だ
が
、
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
育
つ
に
は
、
た
ん
に
利
用

者
ニ
ー
ズ
の
拡
大
と
い
う
市
場
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
生
協
本
体
か
ら
の
ソ

フ
ト
と
ハ
ー
ド
に
わ
た
る
創
業
支
援
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
は
巨
大
な
組
織

力
を
持
ち
、
資
金
力
に
ま
さ
る
生
協
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
苗

床
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
の
重
要
性
は
、
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

初
期
の
神
奈
川
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
、
生
協
と
の「
業
務
委

託
」契
約
か
ら
出
発
し
た
こ
と
も
一
種
の
創
業
支
援
と
言
え
な
い
こ
と
も
な

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
創
業
支
援
シ
ス
テ
ム

11

介
護
保
険
の
不
適
切
利
用
に
な
り
か
ね
な
い
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
利
用
を
招

く
側
面
が
あ
り
、
ま
た「
心
の
ケ
ア
」や「
お
話
相
手
」を
も
務
め
る
と
い
う

「
あ
た
た
か
さ
」、「
し
ろ
う
と
ら
し
さ
」が
付
加
価
値
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
価
値
は
、
ワ
ー
カ
ー
の
面
接
か
ら
得
ら
れ
た
自
己
評
価

で
あ
り
、
利
用
者
が
同
じ
特
質
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
た

し
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

だ
が
同
時
に「
主
婦
感
覚
」は
、「
プ
ロ
に
な
ら
な
く
て
も
よ
い
」と
い
う
自

己
正
当
化
の
た
め
に
も
動
員
さ
れ
る
。
そ
れ
は
低
料
金
と
と
も
に
、
低
い
報

酬
へ
の
自
嘲
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、「
料
金
に
見
合
っ
た
仕
事
」、「
し
ょ
せ
ん

二
万
円（
の
収
入
分
の
）の
責
任
し
か
と
れ
な
い
」（
ワ
ー
カ
ー
）と
い
う
発
言
に
つ
な

が
る
。
先
に
あ
げ
た
シ
ン
グ
ル
の
脱
退
者（
三
七
歳
）は
、
仕
事
を
え
り
好
み

す
る
仲
間
の
ワ
ー
カ
ー
を
評
し
て「
し
ょ
せ
ん
主
婦
の
仕
事
」と
表
現
し
た
。

介
護
保
険
は
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
対
価
性
へ
の
要
求
を
高
め
た
、
と
代
表

の
多
く
は
証
言
す
る
。
ワ
ー
カ
ー
は「
主
婦
の
気
配
り
」に
加
え
て「
プ
ロ
の

介
護
能
力
」を
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
変
化
は
そ
れ
以

前
か
ら
潜
在
し
て
い
た
ワ
ー
カ
ー
の
二
極
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は「
仕
事
志
向
」と「
人
助
け（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）志
向
」と
の
分
解
、
責
任
も

仕
事
も
そ
し
て
収
入
も
も
っ
と
増
や
し
た
い「
ば
り
ば
り
ワ
ー
カ
ー
」と
、
低

収
入
で
も
い
い
か
ら
自
分
の
都
合
の
範
囲
で
社
会
に
参
加
し
て
い
る
実
感
を

持
ち
た
い「
と
き
ど
き
ワ
ー
カ
ー
」へ
の
二
極
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ

て「
横
並
び
」の
ワ
ー
カ
ー
の
間
に
温
度
差
が
生
じ
て
合
意
形
成
が
む
ず
か
し

く
な
り
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
つ
き
も
の
の「
会
議
」を
、
コ
ス
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ル
を
と
っ
た
。
結
果
、
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
で
も（
組
合

員
出
身
と
い
う
以
外
の
）人
的
関
係
以
外
は
薄
ま
っ
て
く
る
。
生
活
ク
ラ
ブ

運
動
グ
ル
ー
プ
福
祉
連
合
を
つ
く
っ
て
、「
非
営
利・
協
同
」の
ブ
ラ
ン

ド
性
を
高
め
て
い
き
た
か
っ
た
が
、（
過
去
の
経
緯
か
ら
困
難
が
あ
り
）十
分
な

統
一
性
が
も
て
な
か
っ
た（
か
っ
こ
内
引
用
者
）（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
よ
り
）。

今
回
の
調
査
に
は
含
め
な
か
っ
た
が
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
東
京
も
、
ワ
ー

カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
生
協
本
体
と
の
関
係
が
、
よ
く
言
え
ば「
自
立
」、

悪
く
言
え
ば「
放
任
」に
あ
た
る
点
で
、
神
奈
川
と
似
て
い
る
。
そ
の
設
立
以

来
の
カ
リ
ス
マ
的
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る 

岩
根
邦
雄
は
、
最
近
の
回
想﹇2010

﹈の

な
か
で
、「
組
合
員
に
冷
た
い
指
導
部
」を
自
認
す
る
。「
豚
も
お
だ
て
れ
ば

木
に
登
る
、
登
っ
た
ら
梯
子
を
外
し
て
や
る
ぞ
」と
言
い
な
が
ら「
木
に
登
ら

せ
て
梯
子
を
外
す
、
そ
う
や
っ
て
組
合
員
の
自
主
自
立
を
は
か
っ
て
い
く
、

組
合
員
へ
の「
冷
た
い
扱
い
」を
す
る
の
は（
中
略
）そ
れ
を
可
能
に
す
る
組
合

員
に
対
す
る
心
か
ら
の
信
頼
、
自
分
た
ち
が
一
緒
に
や
っ
て
い
る
と
い
う
絆

が
あ
っ
た
わ
け
で
す
」﹇ 

岩
根2010: 164

﹈と
い
う
が
、
そ
の
結
果
、
東
京
や
神

奈
川
で
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
、
N　
P　
O
法

人
格
を
取
っ
て
自
立
性
を
高
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

設
立
当
初
に
は「
生
協
組
合
員
が
つ
く
っ
た
」団
体
と
い
う
性
格
を
持
っ
て

い
て
も
、
や
が
て
後
発
の
参
入
者
が
増
え
て
い
け
ば
、「
生
協
系
」で
あ
る
こ

と
も
忘
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
な
れ
ば
介
護
事
業
の「
生
協
ら
し
さ
」は
、
雲

散
霧
消
し
て
し
ま
う
。
多
く
の
生
協
系
N　
P　
O
が
直
面
し
て
い
る
の
は
同
じ

い
。
経
営
に
は
し
ろ
う
と
の
組
合
員
女
性
た
ち
が
、
事
業
継
続
の
不
安
な

く
ス
タ
ー
ト
で
き
た
の
は
、
生
協
に
依
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
業
務
委
託
以
外
に
は
神
奈
川
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は

生
協
か
ら
の
支
援
を
あ
ま
り
受
け
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
生
協
か
ら
の
自
立
志

向
を
強
め
、
独
自
に
企
業
組
合
法
人
格
や
N　
P　
O
法
人
格
を
取
得
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
分
離
が
あ
ま
り
に
行
き
す
ぎ
た
た
め
に
再
統
合
が
課
題
と

な
っ
た
の
が
、
神
奈
川
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

神
奈
川
は
九
二
年
に
生
活
ク
ラ
ブ
運
動
グ
ル
ー
プ
福
祉
協
議
会
を
発
足
。

「
市
民
参
加
」型
の「
地
域
福
祉
」を
め
ざ
し
て
、
生
活
ク
ラ
ブ
運
動
グ
ル
ー
プ

五
団
体13

❖

の
間
を
つ
な
ぐ
の
が
目
的
だ
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
は
そ
れ
を
発

展
的
に
解
消
し
て
、
生
活
ク
ラ
ブ
運
動
グ
ル
ー
プ
福
祉
事
業
連
合
に
改
組
、

「
非
営
利・協
同
」の
旗
印
の
も
と
に「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・オ
プ
テ
ィ
マ
ム
」福
祉

を
実
現
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
会
員
団
体
は
一
二
、
準
会
員
団
体
は

二
、
会
員
団
体
の
う
ち
消
費
生
協
が
六
、
福
祉
生
協
一
、
社
会
福
祉
法
人
二
、

N　
P　
O
法
人
が
一
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
連
絡
会
が
一
で
あ
る14

❖

。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か
で
も
神
奈
川
の
場
合
は
N　
P　
O
法

人
格
の
取
得
率
が
高
く
、
各
法
人
の
独
立
性
は
高
い
。
神
奈
川
の
創
設
期
の

リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
長
く
理
事
長
を
務
め
た 

横
田
克
巳
は
、
二
〇
〇
五
年
の

わ
た
し
た
ち
の
面
接
調
査
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

生
活
ク
ラ
ブ
神
奈
川
で
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
外
だ
し

（
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
）し
て
自
立
し
て
自
在
に
や
っ
て
い
く
と
い
う
ス
タ
イ
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融
資
と
助
成
の
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
る
。
前
身
は
九
一
年
の
生
活
ク
ラ
ブ

福
祉
活
動
基
金（
通
称「
生
き
活
き
基
金
」）で
、
二
〇
〇
三
年
に
改
組
し
た
が
、
現

在
で
も
一
件
あ
た
り
の
助
成
額
の
上
限
が
一
五
〇
万
円
と
低
く
、
こ
れ
で
は

フ
ロ
ー
の
援
助
に
は
な
っ
て
も
ス
ト
ッ
ク
形
成
は
で
き
な
い
。
神
奈
川
が
福

祉
事
業
に
対
す
る
資
本
形
成（「
市
民
資
本
」と
呼
ば
れ
て
い
る
）に
自
覚
的
だ
っ
た
と

は
い
え
ず
、
む
し
ろ
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
る
よ
う

に
し
て
、
新
た
な
資
金
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
き
た
、
と
い
う
の
が
実
態
だ
ろ
う
。

こ
の
場
合
も
、
生
協
の
福
祉
活
動
が
、
あ
く
ま
で
組
合
員
互
助
活
動
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
、
事
業
と
し
て
は
受
け
と
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
前
史

が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
の
福
祉
活
動
へ
の
初
期
投
資
を
最
初
に
う
な
が

し
た
の
は
、
九
三
年
の
社
会
福
祉
法
人「
藤
雪
会
」の
設
立
に
よ
る
。
設
立
に

深
く
関
わ
っ
た 

又
木
京
子﹇2007

﹈の
証
言
に
よ
る
と
、
八
九
年
、
地
域
の
高

よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
先
行
例
を
見
て
、
む
し
ろ「
生
協
ブ
ラ
ン
ド
」に

こ
だ
わ
り
、
求
心
力
を
高
め
よ
う
と
い
う
経
営
戦
略
を
採
用
し
た
の
が
、
生

活
ク
ラ
ブ
生
協
千
葉
と
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の

生
協
は
む
し
ろ
神
奈
川
を
先
行
事
例
と
し
て
戦
略
的
に
独
自
の
モ
デ
ル
を
つ

く
り
あ
げ
て
き
た
追
随
事
例
と
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、 

横
田
は「
グ
リ
ー
ン

コ
ー
プ
や
千
葉
の
実
績
を
見
守
っ
て
、
次
の
改
革
の
根
拠
に
し
て
い
き
た

い
」と
ま
で
発
言
し
、
分
散
独
立
か
ら
再
統
合
の
課
題
に
自
覚
的
で
あ
る
。
こ

の
三
生
協
は
互
い
を
参
照
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
路
線
を
歩
ん
で
き
た
。

 

横
田
は
ま
た
生
協
福
祉
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
る
が
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・

オ
プ
テ
ィ
マ
ム
」（
略
称
コ
ミ
オ
プ
）福
祉
と
い
う
概
念
を
つ
く
り
だ
し
た
。「
コ

ミ
オ
プ
」福
祉
と
は
、
彼
ら
自
身
の
定
義
に
よ
れ
ば
国
家
が
保
障
す
る
ナ

シ
ョ
ナ
ル・
ミ
ニ
マ
ム（
最
低
限
の
福
祉
水
準
の
保
障
）に
、
自
治
体
が
シ
ビ
ル・
ミ

ニ
マ
ム（
自
治
体
の
選
択
に
よ
る
市
民
的
な
福
祉
水
準
の
保
障
）を
追
加
し
た
上
に
、
地
域

住
民
の
参
加
型
福
祉
に
よ
っ
て「
最
適
福
祉
水
準
」を
達
成
す
る
こ
と
を
い
う

﹇
福
祉
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
編2005: 231

﹈。
こ
の「
コ
ミ
オ
プ
」福
祉
は
、「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ・
ビ
ジ
ネ
ス
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・
ワ
ー
ク
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価

格
」と
い
う
概
念
と
連
動
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
事
業
展
開
を
す
す
め
る
に
つ
れ
、
た
だ

ち
に
直
面
し
た
の
が
資
金
不
足
で
あ
る
。
創
業
資
金
の
み
な
ら
ず
、
新
た
な

事
業
展
開
に
際
し
て
も
、
市
民
事
業
体
に
は
初
期
投
資
の
資
金
力
が
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
神
奈
川
の
生
活
ク
ラ
ブ
運
動
グ
ル
ー
プ
福
祉
事
業
連
合
は

「
生
き
活
き
未
来
フ
ァ
ン
ド
」と
い
う
市
民
バ
ン
ク
、
市
民
の
福
祉
事
業
へ
の

❖
13 

こ
の
五
団
体
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
、
福
祉
ク
ラ
ブ
生
協
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ク
ラ
ブ
生
協
、
神
奈
川
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
連
合
会
、
神
奈
川
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
運
動
。

❖
14 

会
員
一
二
団
体
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
生
活
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
神
奈
川
、
横
浜
北

生
活
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
、
横
浜
み
な
み
生
活
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
、
か
わ
さ
き
生
活
ク
ラ

ブ
生
活
協
同
組
合
、
湘
南
生
活
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
、
さ
が
み
生
活
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
、

社
会
福
祉
法
人
い
き
い
き
福
祉
会
、
社
会
福
祉
法
人
藤
雪
会
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
M　
O　
M　
O
、

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
な
が
わ
福
祉
N　
P　
O
事
業 

セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
、

神
奈
川
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
連
合
会
。
準
会
員
二
団
体
は
神
奈
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
動
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
横
浜
。
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な
も
の
と
い
え
る
。
九
四
年
に
全
組
合
員
か
ら
月
額
一
〇
〇
円
の
無
償
の
拠

出
を
受
け
る
福
祉
連
帯
基
金
を
設
立
。
初
年
度
で
原
資
は
組
合
員
拠
出
金

に
、
共
同
購
入
の
割
戻
金
一
%
を
加
え
て
の
計
四
億
円
に
の
ぼ
る
巨
大
な
資

金
力
を
持
つ
に
至
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
に
社
会
福
祉
法
人「
煌
き
ら
め
き」を
設
立
し

（
二
〇
〇
八
年
に
社
会
福
祉
法
人
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
に
改
称
）、
そ
こ
に
主
要
な
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
事
業
を
移
管
し
て
か
ら
は
、
法
人
資
産
は
固
定
資
産
と

流
動
資
産
と
を
合
計
し
て
四
億
五
四
〇
〇
万
円（
二
〇
一
〇
年
時
点
で
一
一
億
九
三 

〇
〇
万
円
）と
い
う
資
金
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
も
と
で
西
日
本
八
県
に
わ

た
る
二
四
団
体
二
一
三
一
人
の
家
事
援
助
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に

よ
る
年
間
五
万
四
六
〇
〇
件
、
利
用
時
間
六
八
万
一
〇
〇
〇
時
間
に
の
ぼ
る

居
宅
支
援
事
業
の
ほ
か
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス・ 

セ
ン
タ
ー
が
二
六
ヵ
所
、
年
間

利
用
者
六
九
〇
〇
人
と
い
う
規
模
の
介
護
事
業
を
お
こ
な
い
、
そ
の
他
に
居

宅
介
護
支
援
事
業
所
を
開
設
し
て
い
る（
二
〇
一
〇
年
度
実
績
）。
年
間
事
業
高
は

一
七
億
二
二
〇
〇
万
円
に
の
ぼ
る
事
業
体
に
成
長
し
た
。
ち
な
み
に
グ
リ
ー

ン
コ
ー
プ
連
合
本
体
は
、
組
合
員
総
数
四
〇
万
三
〇
〇
〇
世
帯
、
出
資
金
総

額
一
六
九
億
円
、
供
給
高
六
一
〇
億
円
に
達
す
る
、
今
や
巨
大
生
協
で
あ
る15

❖

（
二
〇
〇
九
年
度
実
績
）。

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
で
は
福
祉
連
帯
基
金
の
設
立
に
う
な
が
さ
れ
て
、

九
五
年
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
ふ
た
つ
産
声
を
あ
げ
た
。
福
祉

連
帯
基
金
は
す
べ
て
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
規
模
と
事
業
高
の

大
小
を
問
わ
ず
、
年
間
六
〇
万
円
の
助
成
を
お
こ
な
っ
て
き
た16

❖

。
グ
リ
ー
ン

コ
ー
プ
で
は
創
業
支
援
シ
ス
テ
ム
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
活
性

齢
者
か
ら
自
治
体
に
福
祉
事
業
目
的
の
土
地
の
寄
付
の
申
し
出
が
あ
り
、
自

治
体
が
こ
れ
を
断
っ
た
た
め
に
偶
然
彼
女
の
も
と
へ
話
が
ま
い
こ
む
こ
と
に

な
っ
た
。
高
齢
の
寄
付
者
か
ら
の
設
立
資
金
の
現
金
寄
付
が
約
束
さ
れ
て
い

た
が
、
ご
本
人
が
そ
れ
を
果
た
す
前
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、 

又
木
は
生
協
へ

資
金
協
力
を
依
頼
す
る
。
こ
れ
が「
全
国
初
の
生
協
が
支
援
す
る
社
会
福
祉

法
人
」、
藤
雪
会
の
誕
生
で
あ
る
。
九
三
年
、
こ
の
土
地
に
通
所
施
設
併
設

の
在
宅
介
護
支
援 

セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

こ
の
経
験
か
ら
、 

又
木
は「
市
民
資
本
」の
必
要
性
を
痛
感
し
、
そ
の
後
N

　
P　
O
法
人「
M　
O　
M　
O
」が
二
〇
〇
〇
年
に
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
ポ
ポ
ロ
を
開
設

す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
五
〇
人
の
会
員
か
ら
四
億
円
を
調
達
す
る
な
ど
、
抜

群
の
資
金
調
達
力
を
発
揮
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
ポ
ポ
ロ
は
、
定
員
四
〇

人
の
入
居
者
、
二
室
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
介
護
保
険
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

セ

ン
タ
ー
を
併
設
す
る
ケ
ア
ハ
ウ
ス
で
あ
る
。
築
四
〇
年
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
四
階
建
て
の
建
物
を
改
築
す
る
費
用
に
一
億
円
が
か
か
っ
た
。
N　
P　
O
法

人「
M　
O　
M　
O
」は
、
も
と
も
と
生
協
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
活
動

を
背
景
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
が
、「
市
民
資
本
」の
形
成
へ
の
ニ
ー
ズ
は
、
裏

返
し
に
い
う
と
生
協
の
資
金
力
に
頼
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
表
現
で
も
あ
る
。

生
協
の「
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
」戦
略
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
自

立
性
を
高
め
た
が
、
そ
の
結
果
皮
肉
に
も
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

は
組
織
的
に
も
資
金
的
に
も
生
協
本
体
か
ら
独
立
し
た
団
体
と
な
る
だ
け
の

力
量
を
つ
け
る
に
至
っ
た
。

そ
の
点
で
は
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
福
祉
事
業
戦
略
は
、
は
る
か
に
自
覚
的
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N　
P　
O
法
が
施
行
さ
れ
た
の
は
九
八
年
。
今
日
で
は
各
地
に
自
治
体
の

N　
P　
O
支
援 

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
設
置
が
相
次
ぎ
、
市
民
事
業
体
の
創
業
支
援
、

と
り
わ
け
事
務
所
イ
ン
フ
ラ
の
無
償
も
し
く
は
低
額
利
用
の
重
要
性
が
認
識

さ
れ
て
い
る
。
九
五
年
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
ス
タ
ー
ト
時
に

は
ま
だ
そ
の
認
識
は
広
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
母
体
の
単
位
生
協
に
よ
っ
て

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
支
援
に
熱
心
な
と
こ
ろ
や
冷
淡
な
と
こ
ろ
な

ど
温
度
差
が
あ
る
が
、
各
単
位
生
協
は
そ
れ
と
自
覚
せ
ず
に
、
実
質
的
に

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
創
業
支
援
を
手
厚
く
お
こ
な
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
事
務
所
備
品
調
査
を
実
施
す
る
ま
で
は
、
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
か
ら
、
単
位
生
協
の
応
援
が
少
な
い
こ

と
に
対
す
る
不
満
が
聞
こ
え
て
い
た
。
調
査
結
果
か
ら
生
協
本
体
に
ど
れ
ほ

ど
依
存
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
当
事
者
た
ち
に
む
し
ろ
お
ど
ろ

き
が
生
ま
れ
た
。
代
表
を
つ
と
め
る
共
同
研
究
者
の
ひ
と
り
は
、
あ
と
で
こ

う
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
、
感
謝
が
足
り
な
か
っ
た
わ
ね
」。

事
後
的
な
発
見
と
は
い
え
、
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
に
と
っ
て
生
協

が
特
別
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
、
こ
の
資
金
力
、
組
織
力
、
イ
ン
フ
ラ
、

化
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
成
立
し
て
か
ら

事
後
的
に
支
援
シ
ス
テ
ム
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

わ
た
し
た
ち
の
調
査
の
結
果
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
事
務
所

開
設
に
あ
た
っ
て
各
単
位
生
協
が「
母
屋
の
庇
を
貸
す
」イ
ン
フ
ラ
支
援
を
し

て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
事
務
所
設
備・備
品
調
査
に
よ
る
と
、
回
答
の

あ
っ
た
全
四
六
団
体
の
う
ち
、
事
務
所
の
設
置
場
所
は
生
協
デ
ポ（
店
舗
）や

活
動 

セ
ン
タ
ー
な
ど
生
協
施
設
の
一
角
を
利
用
し
た
も
の
が
三
五（
八
四
%
）、

独
立
し
た
事
務
所
を
構
え
て
い
る
団
体
が
六
、
個
人
宅
が
四
で
あ
る
。
生
協

施
設
を
利
用
し
て
い
る
団
体
は
一
件
を
除
い
て
家
賃
負
担
を
し
て
い
な
い
。

そ
の
家
賃
負
担
も
月
額
五
〇
〇
〇
円
と
破
格
の
安
さ
で
あ
る
。
他
方
、
独
立

事
務
所
を
維
持
し
て
い
る
団
体
の
家
賃
負
担
は
月
額
一
〜
二
万
円
、
首
都
圏

と
比
べ
れ
ば
負
担
は
小
さ
い
が
、
負
担
ゼ
ロ
の
団
体
と
は
不
公
平
感
が
あ
る
。

起
業
に
不
可
欠
な「
事
務
所
三
種
の
神
器
」こ
と
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
コ
ピ
ー
機
、

パ
ソ
コ
ン
の
う
ち
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
独
自
に
所
有
し
て
い

る
の
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
機
能
の
つ
い
た
電
話
機
の
み
、
そ
れ
も
自
己
所
有
率
は

四
割
程
度
で
あ
と
は
生
協
か
ら
借
用
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
電
話
代
の
負
担

ま
で
生
協
に
依
存
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
コ
ピ
ー
機
、
印
刷
機
も
生
協

所
有
の
も
の
を
借
用
。
パ
ソ
コ
ン
保
有
率
は
わ
ず
か
四・
三
%
だ
が
、
介
護

保
険
前
夜
の
調
査
時
点
で
は
パ
ソ
コ
ン
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の

必
需
品
で
は
な
か
っ
た
。
机
、
椅
子
等
の
什
器
類
も
生
協
か
ら
の
借
用
物
や

中
古
品
を
使
っ
て
い
る
。
水
道・光
熱
費
負
担
も
な
く
、
イ
ン
フ
ラ
の
み
な

ら
ず
ラ
ン
ニ
ン
グ・コ
ス
ト
も
生
協
に
依
存
度
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

❖
15 
社
会
福
祉
法
人
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
情
報
提
供
に
よ
る
。

❖
16 

事
業
高
を
伸
ば
し
て
成
長
し
た
団
体
で
は
、「
助
成
金
返
上
」が
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、

上
述
し
た
よ
う
に
収
支
決
算
が
経
営
コ
ス
ト
感
覚
を
持
た
ず
に
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

「
収
益
」の
算
出
根
拠
も
あ
て
に
な
ら
な
い
。「
助
成
金
返
上
」の
な
か
に
は
、
生
協
支
配
か
ら
自
立

し
た
い
と
い
う
隠
れ
た
動
機
が
み
て
と
れ
よ
う
。
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テ
ィ
ア
の
一
種
で
あ
っ
た
福
祉
事
業
を
、
採
算
性
の
あ
る
福
祉
事
業
、
そ
れ

も
同
じ
サ
ー
ビ
ス
商
品
市
場
と
サ
ー
ビ
ス
労
働
市
場
と
で
、
他
の
官
製
事
業

者
や
民
間
事
業
者
と
対
等
な
競
争
の
も
と
に
お
か
れ
た「
ビ
ジ
ネ
ス
」に
変
え

た
か
ら
で
あ
る
。「
ビ
ジ
ネ
ス
」と
い
う
表
現
を
生
協
の
担
い
手
た
ち
は
き
ら

う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
消
費
財
を
い
く
ら「
消
費
材
」と
言
い
替
え
て
も
、

生
協
が
流
通
市
場
の
も
と
で
の
経
済
的
交
換
行
為
の
主
体
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
が
な
い
よ
う
に
、
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
財
と
金
銭
と
の
交
換
も
ま
た
経
済

行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
サ
ー
ビ
ス
商
品
の
価
格
に
つ
い
て
も
、

サ
ー
ビ
ス
労
働
を
に
な
う
労
働
力
商
品
の
価
格（
賃
金
）に
つ
い
て
も
、
市
場

の
動
向
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
サ
ー
ビ
ス
商
品
市
場
と
労
働
力
商
品

市
場
の
も
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
消
費
者
と
労
働
者
が
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
価
格
が
平
準
化
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
商
品
市
場
で
は
価
格
が
安
い
ほ
う
へ
、

労
働
力
商
品
市
場
で
は
賃
金
が
高
い
ほ
う
へ
と
。
自
由
な
市
場
に
お
け
る
こ

の
移
動
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
の
理
論
的
指
導
者
、 

横
田
克
巳﹇2002

﹈は
、「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ・
オ
プ
テ
ィ
マ
ム
」福
祉
と
い
う
理
念
に
も
と
づ
く「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ・
ビ
ジ
ネ
ス
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・
ワ
ー
ク
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」

と
い
う
一
連
の
概
念
を
提
示
す
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・
ビ
ジ
ネ
ス
」は
非
営

利
の
社
会
的
企
業
を
指
す
が
、
持
ち
出
し
の
奉
仕
活
動
で
は
な
く
ビ
ジ
ネ
ス

に
は
違
い
な
く
、
採
算
性
や
継
続
性
を
、
し
た
が
っ
て
経
営
を
無
視
し
て
は

成
り
立
た
な
い
こ
と
ま
で
は
合
意
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ・ワ
ー
ク
」と
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
必
要
な
価
値
を
生
産
し
、
直
接
に
交

人
材
の
結
び
つ
き
の
効
果
に
よ
る
。
こ
の「
基
礎
体
力
」が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

生
協
は
行
政
の
支
援
や
制
度
の
変
化
を
待
た
な
く
と
も
、
独
自
に
先
駆
的
な

福
祉
事
業
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

裏
返
し
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
体
力
を
持
た
な
い
ふ
つ
う
の
市
民

が
、
意
欲
と
体
力
だ
け
で
市
民
事
業
に
の
り
だ
す
際
の
物
心
両
面
の
負
担
の

重
さ
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
の
ち
に
章
を
あ
ら
た
め
て
N　
P　
O
の
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
所
、
富
山
型
の
先
駆
的
モ
デ
ル
と
い
わ
れ
る

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
事
例
を
検
討
し
た
い
と
思
う
が
、
創
業
期
支
援
を

欠
い
た
と
こ
ろ
で
初
期
投
資
を
含
む
創
業
者
の
リ
ス
ク
と
個
人
負
担
が
ど
れ

ほ
ど
重
い
か
が
例
証
さ
れ
よ
う
。
富
山
の
場
合
に
は
事
後
的
に
行
政
と
の
交

渉
に
よ
っ
て
公
的
な
創
業
支
援
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
が
、
そ
の
制
度
の
利

益
は
、
後
発
組
の
事
業
者
が「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」と
し
て
享
受
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

こ
の
発
見
か
ら
の
教
訓
は
、
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
の
成
長
を
望
む
な
ら
、

な
ん
ら
か
の
公
共
的
な
創
業
支
援
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
生
協
は
実
績
主
義
で
先
行
投
資
を
し
よ
う
と
し
な
い
自
治
体
を
あ
て

に
せ
ず
、
市
民
事
業
体
の
創
業
支
援
と
い
う「
公
益
」事
業
を
、
官
セ
ク
タ
ー

に
代
わ
っ
て
肩
代
わ
り
し
た
こ
と
に
な
る
。

介
護
保
険
は
福
祉
N　
P　
O
を
変
容
さ
せ
た
よ
う
に
、
生
協
福
祉
事
業
を
も

大
き
く
変
質
さ
せ
た
。
組
合
員
の「
助
け
合
い
」事
業
で
あ
り
、
有
償
ボ
ラ
ン

介
護
保
険
以
後
の
生
協
福
祉
事
業
の
展
開

12
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規・非
熟
練
労
働
の
水
準
」に
合
わ
せ
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ワ
ー
ク
」も「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」も
つ
く
ら
れ
て
き
て
お
り
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
と
い
う「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ビ
ジ
ネ
ス
」は
そ
れ
を
正
当
化
す
る
装
置
と
し

て
機
能
し
た
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
推
論
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
は
半
分
程
度
で
よ
い
と
い
い
な
が
ら
、
介
護
保
険
指

定
事
業
者
に
参
入
し
て
い
っ
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
、
保
険
内

利
用
に
つ
い
て
自
分
た
ち
の
サ
ー
ビ
ス
を
自
発
的
に
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
し

て
提
供
し
た
ケ
ー
ス
は
な
い（
む
し
ろ
、
こ
の
介
護
保
険
事
業
の
公
定
価
格
の
お
か
げ
で
、

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
財
政
基
盤
は
安
定
し
た
）。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
は
保
険

外
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
10
章
で  

田
中
尚
輝
ら

が
主
張
す
る
福
祉
N　
P　
O
の
特
質
、
す
な
わ
ち「
枠
外
サ
ー
ビ
ス
」の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
価
格
と
一
致
す
る
。
こ
の
低
料
金
の
お
か
げ
で
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
の
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
者
に
歓
迎
さ
れ
、
結
果
と
し
て「
選
ば
れ

た
」の
は
事
実
で
あ
る
。

食
材
の
流
通
に
関
し
て
生
協
が
供
給
す
る「
消
費
材
」に
つ
い
て
は
、 

横
田

は
決
し
て「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」と
は
言
わ
な
い
。
食
べ
も
の
生
協
も
流
通

革
命
の
も
と
に
お
か
れ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
生
協
が
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
と
競
合
す
る
よ
う
な
価
格
破
壊
効
果
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
生
協
の「
消
費
材
」に
は
、「
安
全
」と
い
う
付
加
価
値
に
対
し

て
、
市
場
よ
り
も
高
い
価
格
さ
え
与
え
ら
れ
た
。
生
協
組
合
員
と
は
そ
の
付

加
価
値
を
認
め
て
、
対
価
を
支
払
う
だ
け
の
意
思
と
能
力
の
あ
る
人
々
に
限

ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
労
働
集
約
型
の
産
業
に
お

換
す
る
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
働
き
方
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」と
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ・ワ
ー
ク
の
価
値
に
も
と
づ
く「
も
う
ひ
と
つ
の
価
格
」で
あ
る
と
さ

れ
る﹇ 

横
田2002: 276
﹈。
市
場
労
働
と
は
違
う
も
の
の「
も
う
ひ
と
つ
の
働
き

方
」が「
支
払
い
労
働
」で
あ
る
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
労
働
に

対
す
る「
も
う
ひ
と
つ
の
価
格
」、
す
な
わ
ち「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
は
市
場

価
格
の
五
〇
〜
七
〇
%
で
よ
い
」と 
横
田
は
言
う
。
だ
が
な
ぜ「
五
〇
〜
七
〇

%
」な
の
か
?　
彼
は
そ
の
根
拠
を
あ
げ
て
い
な
い
。「
自
分
が
し
て
あ
げ
た

サ
ー
ビ
ス
は
い
ず
れ
自
分
に
戻
る
」こ
と
を
前
提
と
し
た
互
助
型
の
交
換
だ

か
ら
、
と
い
う
理
由
が
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
無
償
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
か
時
間
貯
蓄
の
よ
う
な
方
式
も
あ
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」は

少
な
く
と
も
貨
幣
タ
ー
ム
に
換
算
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
な
い
。「
参

加
型
福
祉
」の「
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
一
時
間
当
た
り
八
〇
〇
円
前
後
の
価
格
」と

は
、「
わ
た
し
な
ら
払
え
る
」だ
け
で
は
な
く
、「
こ
の
程
度
は
あ
げ
た
い
／

も
ら
い
た
い
」と
い
う
地
域
の
相
場
感
を
反
映
し
て
い
る
。
事
実
、
こ
の
価

格
は
、
地
域
最
低
賃
金
を
わ
ず
か
に
下
回
る
と
い
う
絶
妙
の
価
格
設
定
な
の

で
あ
る
。
神
奈
川
の
利
用
料
八
〇
〇
円
、
九
州
の
利
用
料
七
〇
〇
円
の
料
金

設
定
の
違
い
も
、
地
域
格
差
を
反
映
し
て
い
る
。
神
奈
川
の
一
時
間
当
た
り

八
〇
〇
〜
一
〇
〇
〇
円
の
価
格
は 

横
田
の
指
摘
ど
お
り「
ち
ょ
う
ど
、
今
日

の
都
市
部
に
お
け
る
パ
ー
ト
労
働
の
平
均
的
時
給
に
近
い
レ
ベ
ル
に
な
っ
」

た﹇ 

横
田2002: 95

﹈。

こ
の
価
格
の
収
斂
は
た
ん
な
る「
偶
然
の
一
致
」な
の
だ
ろ
う
か
?　
む
し

ろ
わ
た
し
に
は「
必
然
」と
見
え
る
。
す
な
わ
ち「
中
高
年
女
性
向
け
の
非
正



3 1 8ケアの社会学

は「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」を
唱
え
た
だ
ろ
う
か
?　
む
し
ろ
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
男
性
の
参
入
を
排
除
し
、
既
婚
女
性
の
労
働
と
し
て
固

定
化
し
、
他
の
労
働
市
場
と
の
分
離
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
に「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
価
格
」は
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な「
意
図
の
論
理
」

に
よ
る
解
釈
が「
邪
推
」で
あ
る
と
し
て
も
、「
結
果
の
論
理
」か
ら
み
れ
ば
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
は
以
上
の
よ
う
な
効
果
を
た
し
か
に
も
た
ら
し
た
。「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」（
と
呼
ば
れ
る
低
料
金
）は
、
皮
肉
に
も
他
の
労
働
市
場
か
ら

自
分
た
ち
を
分
離
し
差
別
化
す
る
た
め
の「
プ
ラ
イ
ド
の
値
段
」だ
っ
た
、
と

言
い
た
い
思
い
に
駆
ら
れ
る
。

わ
た
し
が
そ
う
判
定
す
る
に
は
根
拠
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
貨

幣
と
は
す
べ
て
の
商
品
を
共
約
す
る
商
品
の
な
か
の
商
品
、
一
般
的
商
品
で

あ
る
。
互
い
に
比
べ
る
こ
と
も
で
き
な
い
異
質
な
財
の
あ
い
だ
を
、
交
換
可

能
に
す
る
強
力
な「
共
約
可
能
性com

m
ensurability

」が
貨
幣
の
持
つ
機

能
で
あ
る
。
こ
の
貨
幣
の
共
約
可
能
性
は
あ
ら
ゆ
る
財
を
の
み
こ
ん
で
い
く
。

も
し
非
営
利
の
協
セ
ク
タ
ー
の
労
働
を
、
他
の
市
場
労
働
か
ら「
分
離
」し

よ
う
と
す
れ
ば
、
一
番
て
っ
と
り
ば
や
い
方
法
は
、
こ
の
共
約
可
能
性
を
断

つ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
労
働
と
貨
幣
と
の
交
換
を
お
こ
な
わ
ず
、（
1
）労

働
を
名
誉
や
権
威
の
よ
う
な
他
の
威
信
財
に
置
き
換
え
る
か（
そ
う
す
れ
ば
骨
惜

し
み
な
く
人
助
け
す
る
立
派
な
人
、
と
い
う
名
誉
が
得
ら
れ
る
）、
さ
も
な
け
れ
ば
、（
2
）

貨
幣
か
ら
分
離
し
流
通
が
限
定
さ
れ
た
別
の
交
換
財
に
置
き
換
え
る
か（
エ

「
プ
ラ
イ
ド
の
値
段
」

13

い
て
、
低
料
金
の「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」を
唱
え
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

サ
ー
ビ
ス
労
働
者
の
低
賃
金
を
許
容
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
考
え
て
み
れ

ば
農
業
も
労
働
集
約
型
の
産
業
だ
が
、「
食
の
安
全
」と
い
う
公
共
的
価
値
に

貢
献
し
て
い
る
か
ら
生
産
者
も
低
料
金
の「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」で
受
忍
せ

よ
、
と
い
う
議
論
は
ど
こ
か
ら
も
登
場
し
な
い
。
た
だ
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
だ
け
が
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」

の
対
象
と
な
る
の
だ
。

サ
ー
ビ
ス（
つ
ま
り
利
用
料
）の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
と
労
働（
つ
ま
り
賃
金
）の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
と
は
違
う
も
の
だ
が
、
利
用
者
か
ら
の
代
金
以
外
に
原
資

が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
両
者
は
直
接
に
連
動
す
る
。
介
護
保
険
は
労
働
の
価

格（
賃
金
）に
も
大
き
く
影
響
し
た
。
同
じ
労
働
を
し
な
が
ら
賃
金
が
相
対
的

に
低
け
れ
ば
、
労
働
者
は
高
い
ほ
う
へ
と
移
動
す
る
。
自
由
な
労
働
市
場
の

も
と
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
介
護
保
険
以
後
、
ワ
ー
カ
ー

ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
多
く
で
ワ
ー
カ
ー
報
酬
が
い
っ
き
ょ
に
上
昇
し
た
の

も
、
他
の
事
業
者
の
賃
金
動
向
を
に
ら
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
。
生
協
と
て
社

会
か
ら
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス

市
場
の
も
と
で
、
利
用
者
か
ら
も
ワ
ー
カ
ー
か
ら
も「
選
ば
れ
る
」た
め
の
競

争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

生
協
福
祉
の「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」は
、
そ
の
労
働
の
提
供
者
が
女
性
、

と
り
わ
け
夫
に
経
済
的
に
依
存
可
能
な
高
経
済
階
層
の
既
婚
女
性
で
あ
っ
た

こ
と
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い17

❖

。
も
し
今
日
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
の
よ
う
に
男
性
ワ
ー
カ
ー
の
参
入
が
想
定
さ
れ
て
い
た
ら
、
か
れ
ら



3 1 9 第 12章　グリーンコープの福祉ワーカーズ・コレクティブ

る
よ
う
に
見
え
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
サ
ー
ビ
ス
の
低
料
金
、

そ
し
て
そ
れ
が
も
た
ら
す
労
働
の
低
賃
金
は
、
市
場
労
働
の
相
場
と
の
差
別

化
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た「
プ
ラ
イ
ド
の
値
段
」と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

こ
の
背
後
に
は
担
い
手
の
階
層
要
因
が
あ
る
と
見
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
こ

の「
プ
ラ
イ
ド
の
値
段
」は
確
実
に
、
経
済
動
機
の
強
い
担
い
手
を
選
別
し
て

排
除
す
る
効
果
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
調
査
が
示
す
よ
う

に
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
が
あ
れ
ほ
ど
長
時
間
に
わ
た

る
無
償
労
働
を
こ
な
し
な
が
ら
、
そ
れ
を「
不
払
い
労
働
」と
認
識
さ
せ
る
こ

と
を
妨
げ
る
障
壁
が
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て「
プ
ラ
イ
ド
の
値
段
」と
い
う
べ
き
低
賃
金
は
、
経
営

サ
イ
ド
か
ら
見
れ
ば
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
?　
高
学
歴・高
経
済
階

層
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
高
い
労
働
力
を
、
安
価
に
使
う
と
い
う
効
果
を
も

た
ら
し
た
こ
と
は（
た
と
え
そ
れ
が
意
図
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
）否
定
で
き

な
い
。
そ
の
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が「
主
婦
感
覚
」で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
プ
ラ

イ
ド
は
も
っ
ぱ
ら「
主
婦
で
あ
る
こ
と
」か
ら
発
し
て
い
る
か
ら
、
自
ら
の
性

役
割
を
不
問
に
付
す
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
果
た
そ
う
と
し
な
い
同
性
へ
の
き

び
し
い
視
線
を
生
む
。
急
い
で
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

時
期
に
は「
主
婦
で
あ
る
こ
と
」は
相
対
的
に
高
い
階
層
の
標
識
と
な
っ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
夫
の
収
入
と
い
う
シ
ン
グ
ル・イ
ン
カ
ム・

コ・マ
ネ
ー
や
ロ
ー
カ
ル・マ
ネ
ー
が
こ
れ
に
あ
た
る
）、
ま
た
は（
3
）労
働
を
同
じ
よ
う

な
労
働
と
の
み
交
換
可
能
に
す
る
物
々
交
換
方
式（
時
間
貯
蓄
が
こ
れ
に
あ
た
る
）

を
採
用
す
れ
ば
よ
い
。
市
場
労
働
へ
の
忌
避
感
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
限
定

的
な
交
換
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
事
例
は
多
く
、
そ
の
理
念
は
評
価
に
値
す

る
が
、
成
功
事
例
は
数
少
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
人
の
移
動
の
激
し
い
社
会
で
は
、

交
換
シ
ス
テ
ム
の
完
結
性
や
永
続
性
を
保
つ
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
複
数
の
ロ
ー
カ
ル・マ
ネ
ー
間
で
移
転
の
可
能
な

レ
ー
ト
や
ル
ー
ル
を
つ
く
り
だ
し
た
り
、
ロ
ー
カ
ル・
マ
ネ
ー
に
貨
幣
と
等

価
な
交
換
機
能
を
限
定
的
に
与
え
た
り（
地
元
商
店
街
で
の
み
使
用
可
能
な
ど
）と
い

う
修
正
案
が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
が
、
ど
れ
も
弥
縫
策
に
す
ぎ
な
い
。

市
場
を
忌
避
す
る
あ
ま
り
貨
幣
を
拒
否
す
る
の
は
、
得
策
で
な
い
ば
か
り

か
、
そ
の
必
要
も
な
い
。
貨
幣
そ
の
も
の
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
。
も
と
も

と
貨
幣
と
は
、
資
本
主
義
的
な
市
場
シ
ス
テ
ム
の
成
立
以
前
か
ら
、
そ
れ
と

は
独
立
に
成
立
し
た
も
の
だ
。
貨
幣
に
は
尺
度
、
交
換
、
貯
蔵
の
三
つ
の
機

能
が
あ
り
、
そ
の
機
能
に
代
替
す
る
も
の
は
他
に
考
え
に
く
い
。
生
協
が
消

費
財
を
消
費
材
と
言
い
替
え
て
も
、
貨
幣
と
の
交
換
を
や
め
る
わ
け
で
は
な

い
よ
う
に
、
生
協
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
も
、
貨
幣
と
の
交
換
を
や
め
る
理

由
も
必
要
も
な
い
。
貨
幣
を
用
い
た
か
ら
と
い
っ
て
商
品
市
場
シ
ス
テ
ム

に
そ
の
ま
ま
巻
き
こ
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
介
護
保
険
の
サ
ー

ビ
ス
商
品
市
場
は
、
価
格
の
統
制
さ
れ
た
市
場
、
す
な
わ
ち
準
市
場 quasi 

m
arket

で
あ
っ
て
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
働
く
自
由
市
場
で
は
な
い
。

だ
が
生
協
に
は
労
働
力
の
有
償
化
に
対
す
る
根
深
い
拒
否
と
嫌
悪
が
あ

❖
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ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
労
働
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
要
因
の
み
な
ら
ず
階
層
要
因
が
働

い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
次
章
を
参
照
。
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ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
統
制
し
な
が
ら
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ・ブ
ラ
ン
ド
の
共
通

性
の
も
と
に
、
生
協
福
祉
を
事
業
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
自
律
性
と
統
制
と
の
バ

ラ
ン
ス
は
つ
ね
に
挑
戦
を
受
け
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
リ
ス

ク
を
分
散
す
る
こ
と
で
、
生
協
が
負
担
を
背
負
わ
ず
に
す
む
巧
妙
な
し
く
み

で
あ
る
と
も
い
え
る
。
二
〇
〇
三
年
の
社
会
福
祉
法
人「
煌
」へ
の
統
合
以
後

の
状
況
は
追
跡
調
査
し
て
い
な
い
か
ら
た
し
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

生
協
出
資
の
社
会
福
祉
法
人
が
、
人
的
な
統
制
以
外
に
、
い
つ
ま
で
生
協
本

体
と
の
連
携
が
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
は
む
ず
か
し
い
課
題
で
あ
ろ
う
。
生

協
福
祉
が「
生
協
的
」で
あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
は「
生
協
が
始
め
た
」と

い
う
こ
と
以
外
に
何
も
な
い
こ
と
は
、
先
行
の
事
例
を
見
て
も
予
測
可
能
で

あ
る
。

千
葉
は
以
上
の
ふ
た
つ
の
類
型
に
対
し
て
、
直
営
型
と
い
う
第
三
の
選
択

肢
を
示
し
た
。
こ
れ
は
ワ
ー
カ
ー
の
分
解
を
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

の
分
解
に
置
き
換
え
、
彼
女
た
ち
に
団
体
と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
か
と
い
う
選
択
肢
を
迫
っ
た
も
の
で
あ
る
。
九
四
年
に
生
協
と
し
て
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ま
で
一
〇
団
体
あ
っ
た
た
す

け
あ
い
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
う
ち
五
団
体
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
を
解
散
し
、
生
協
傘
下
の「
ケ
ア・
グ
ル
ー
プ
」に
移
行
し
た
。
そ

の
後
九
八
年
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム「
風
の
村
」の
開
設
を
射
程
に
入
れ
て
、

社
会
福
祉
法
人「
た
す
け
あ
い
ク
ラ
ブ
」を
設
立
。
二
〇
〇
〇
年
の
介
護
保
険

施
行
に
あ
た
っ
て
ケ
ア・
グ
ル
ー
プ
を
県
下
一
一
の
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

ソ
ー
ス
に
依
存
で
き
る
階
層
で
な
け
れ
ば
、「
主
婦
」と
い
う
地
位
は
維
持
で

き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
介
護
保
険
は
採
算
性
の
あ
る「
ビ
ジ
ネ
ス
」と
し
て
介
護
事
業
体
を

成
り
立
た
せ
る
条
件
を
提
供
し
た
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か

に
潜
在
し
て
い
た
ワ
ー
カ
ー
の
二
極
化
、
当
事
者
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、

「
ば
り
ば
り
ワ
ー
カ
ー
」と「
と
き
ど
き
ワ
ー
カ
ー
」と
の
分
解
を
促
進
す
る
効

果
を
持
っ
た
。
理
想
的
に
は
、「
多
様
な
働
き
方
」を
許
容
す
る
の
が
望
ま
し

い
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
異
質
な
人
々
を
含
む
人
事
管
理
は
む
づ
か
し

く
、
と
り
わ
け
経
営
参
加
と
自
己
決
定
を
謳
う
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
で
、
貢
献
度
の
違
う
メ
ン
バ
ー
の
あ
い
だ
の「
横
並
び
」を
維
持
す
る
こ
と

は
困
難
に
な
る
。
ま
た
ワ
ー
カ
ー
の
保
険・保
障
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
、

生
協
と
の「
雇
用
」関
係
を
形
式
上
で
も
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て

く
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
変
化
に
対
す
る
対
応
が
、
生
協
に
よ
っ
て
分
岐

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
先
に
あ
げ
た
生
協
福
祉
の
三
類
型
で
あ
る
。

第
一
の
分
離
型
の
先
駆
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
神
奈
川
は
、
介
護
保
険
の
始

ま
る
前
か
ら
事
業
体
の
独
立
性
が
い
ち
じ
る
し
く
高
く
、
生
協
育
ち
の
人
材

は
そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
社
会
的
起
業
家
と
し
て
離
陸
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果

と
し
て
神
奈
川
で
は
地
域
福
祉
の
担
い
手
の
層
が
厚
い
が
、
そ
の
あ
い
だ
の

連
携
は
彼
女
た
ち
が
生
協
の
出
身
者
で
あ
る
と
い
う
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
除
け
ば
、
組
織
的
に
は
薄
い
。「
非
営
利・
協
同
」ブ
ラ
ン
ド
を
つ
く
り
だ

せ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
生
協
指
導
者
は「
失
敗
」と
見
て
い
る
。

第
二
の
共
同
経
営
型
で
あ
る
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
で
は
、
各
ワ
ー
カ
ー
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三
〇
〇
万
円
台
に
達
し
た
短
期
間
の
変
化
は
急
激
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
長
の
ひ
と
り
は「
負
担
に
見
合
わ
な
い
」と
い
う
。
こ
の
改

革
は
経
営
的
才
覚
や
事
業
意
欲
の
あ
る
代
表
に
挑
戦
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
、

ま
た
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
間
の
人
事
異
動
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
改
革
を
主
導
し

た
社
会
福
祉
法
人「
生
活
ク
ラ
ブ
」の
理
事
長  

池
田
徹
は
、
二
〇
〇
七
年
の
わ

た
し
た
ち
の
面
接
に
答
え
て
そ
の
成
果
を「
成
功
だ
っ
た
」と
自
己
評
価
す
る
。

事
業
な
ら
ば
経
営
戦
略
の
成
否
は
成
果
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。

以
上
の
三
つ
の
生
協
の
三
つ
の
類
型
は
い
ず
れ
も
事
業
高
の
増
加
を
示
し
て

い
る
が
、
地
域
差
が
あ
る
た
め
に
こ
れ
を
事
業
高
の
違
い
だ
け
か
ら
単
純
に

判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
章
で
の
べ
た
と
お
り
、「
福
祉
経
営
」の

「
効
率
」が
、
事
業
体
の
持
続
可
能
な
経
営
に
加
え
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

と
提
供
者
、
双
方
の
利
益
の
最
大
化
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

判
定
は
総
合
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

協
セ
ク
タ
ー
の
介
護
事
業
体
は
官
／
民
に
比
べ
て
ほ
ん
と
う
に
相
対
的
に

優
位
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
か
?　
次
章
以
降
で
も
ひ
き
つ
づ
き
検
討
し
て

い
く
。

再
編
し
、
各
ケ
ア・
グ
ル
ー
プ
は
直
営
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
移
行
す
る
か
ど
う

か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
。
ワ
ー
カ
ー
は
生
協
と
雇
用
関
係
に
あ
る
職
員
と
な

り
、
福
祉
事
業
は
生
協
ブ
ラ
ン
ド
の
も
と
の
直
営
事
業
と
な
っ
た
。
さ
ら
に

二
〇
〇
四
年
に
は
社
会
福
祉
法
人「
た
す
け
あ
い
ク
ラ
ブ
」を
社
会
福
祉
法
人

「
生
活
ク
ラ
ブ
」へ
と
改
称（
二
〇
一
一
年
か
ら
は
さ
ら
に「
生
活
ク
ラ
ブ
風
の
村
」と
改
称
）、

生
協
の
も
と
に
あ
っ
た「
た
す
け
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」を
生
協
か
ら
分

離
し
て
統
合
す
る
と
い
う「
分
離
と
統
合
」を
果
た
し
た
。
事
業
と
し
て
の
福

祉
サ
ー
ビ
ス
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
を
分
離
し
た
の
も
、
こ
の「
分
離
と
統
合
」

戦
略
の
一
環
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
、
生
活
ク
ラ
ブ
千
葉
グ
ル
ー
プ

は
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
、
社
会
福
祉
法
人
生
活
ク
ラ
ブ
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
情
報 

セ
ン
タ
ー（
V　
A　
I　
C
）を
三
本
柱
と
し
て
そ
の
連
携
の
も
と

で
活
動
し
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
改
革
は
生
協
福
祉
事
業
の
担
い
手
の
層
の

交
替
を
促
進
し
た
。
一
部
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
再
編
に
応
じ

ず
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
多
く
は
ケ
ア・

グ
ル
ー
プ
を
経
て
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
移
行
し
、
代
表
は
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
長
と
し
て
経
営
責
任
を
持
ち
、
年
収
は
一
挙
に
三
五
〇
万
円
に
上
昇
し

た18

❖

。
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
と
し
て
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
長
の
責
任
と
負
担
は
重

く
、
設
立
当
初
か
ら
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
長
を
経
験
し
て
い
る
女
性（
四
〇
代
）は
、

「
主
婦
の
片
手
間
で
は
で
き
な
い
」と
答
え
る
。
九
〇
年
代
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
代
表
手
当
月
額
一
万
円
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
報
酬
が
、
年
収

❖
18 

当
初
は
年
俸
四
〇
〇
万
円
を
賞
与
を
含
め
て
一
七
等
分
し
、
月
ご
と
に
支
払
わ
れ
た
が
、

し
だ
い
に
賞
与
分
が
減
額
さ
れ
三
五
〇
万
円
の
水
準
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
。
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生
協
が
、
わ
け
て
も
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
活
動
が
、
主

と
し
て
女
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
だ
が
生
協
は

女
性
の0

運
動
で
は
あ
っ
て
も
、
女
性
運
動
で
は
な
か
っ
た
。

生
協
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
は
、
長
い
あ
い
だ
争
点
に
な
っ
て
き

た
。
生
協
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
非
関
与
な
消
費
者
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
多
く
は
男
性
を
指
導
者
と
し
て
い
た
だ
く
P　
T　
A
的
な
集
団
で
あ
る
こ

と
、
生
協
組
合
員
は
、
加
入
書
に
自
分
の
名
前
で
は
な
く
夫
の
名
前
を
記
入

す
る「
よ
き
妻
」で
あ
り
、
そ
の
活
動
の
主
た
る
動
機
は「
母
と
し
て
妻
と
し

て
」家
族
の
食
の
安
全
を
守
り
た
い
と
い
う
伝
統
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
で

あ
る
こ
と
は
、
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
組
合
員
活
動
は
そ
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
役
割
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
お
こ
な
わ
れ
、
班
長
や
総
代
、
理
事
な

ど
と
、
組
織
の
上
部
に
上
が
っ
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
家
事
が
お
ろ
そ
か
に

は
じ
め
に

1

な
る
程
度
に
活
動
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、「
予
期
せ
ぬ
効
果
」で

あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
生
協
と
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
と
の
関
係
は「
疑
わ
し
いsuspicious

」も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
生
協
か
ら
生
ま
れ
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
介
護
事
業
へ

の
参
入
を
通
じ
て
、
お
の
ず
か
ら
大
き
な
変
貌
を
経
験
し
て
い
る
。
本
章
で

は
、
生
協
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
生
協
が

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
果
た
し
た
役
割
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
反
面
、

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
生
協
に
対
し
て
果
た
す
役
割
を
も
検
討
し

て
み
た
い
。

生
協
活
動
を
支
え
て
き
た
の
が
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
女
性
で
あ
っ
た
こ

と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
だ
が
、「
消
費
者
」「
生
活
者
」と
い
う
非
ジ
ェ
ン
ダ
ー

的
な
用
語
で
担
い
手
が
語
ら
れ
て
き
た
せ
い
で
、
担
い
手
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的

生
協
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識

2

生
協
の
ジェンダー
編
成

第
13
章
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え
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
生
協
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
の
関

係
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
対
立
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た﹇ 

金
井1989, 

1992;  

天
野1996;  

今
井1995

﹈。
伝
統
的
な
社
会
主
義
婦
人
解
放
論
は
労
働
婦
人

を
解
放
運
動
の
中
心
に
据
え
て
き
た
し
、
リ
ベ
ラ
ル・フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
も
経

済
的
自
立
を
通
じ
て
女
性
解
放
を
語
っ
て
き
た
。
両
者
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

夫
の「
生
産
」と「
労
働
」に
依
存
し
な
が
ら
、
他
方
で「
消
費
」と「
生
活
」を
専

一
に
引
き
受
け
る
女
性
と
は
、
家
父
長
制
と
資
本
制
の
相
互
依
存﹇
上
野1990; 

2009

﹈を
体
現
す
る
存
在
で
あ
り
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
再
生
産
す

る
保
守
的
な
役
割
を
果
た
す
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
で
、
担
い
手
の
女
性
た
ち
も
ま
た
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
か
ら
距
離
を
置

い
て
き
た
。
生
協
の
組
織
理
念
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
組
合
員
女
性
の
第

一
の
関
心
も「
安
全
な
食
材
の
確
保
」で
あ
っ
て
、「
男
女
平
等
」で
も
な
け
れ

ば
、「
性
別
役
割
分
担
の
打
破
」で
も
な
い
。
二
〇
〇
三
年
度
の
全
国
組
合
員

意
識
調
査
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
生
協
加
入
動
機
の
最
上
位
に
く
る
の

が
子
ど
も
の
出
産
に
と
も
な
う
食
の
安
全
へ
の
関
心
で
あ
り
、
そ
の
動
機
づ

け
は
子
ど
も
の
成
長
と
と
も
に
薄
れ
る
。
組
合
員
女
性
は
、「
妻
と
し
て
母

と
し
て
」の
役
割
遂
行
の
た
め
に
こ
そ
生
協
に
加
入
し
て
お
り
、
そ
の
役
割

か
ら
降
り
よ
う
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
組
合
員
活
動
へ
の
積
極
的
な
参
加
が

夫
と
の
葛
藤
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
は（
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
）、
事
後
的
に
生
じ

た
も
の
で
あ
り
、
意
図
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
は
や
主
婦

で
あ
る
こ
と
が「
運
命
」で
は
な
く
な
っ
た「
選
択
の
時
代
」に1

❖

、
家
父
長
的
な

な
性
格
は
脱
色
さ
れ
て
き
た
。「
消
費
者
」「
生
活
者
」と
い
う
呼
び
名
の
な
か

に
は
、
組
合
員
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
を
故
意
に
無
視
す
る
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の

政
治
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
わ
し
さ
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

 

天
野
正
子
は「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
、
生
活
ク
ラ
ブ
の
鈍
く
低
い
感
応

性
…
…
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
生
活
ク
ラ
ブ
の
か
か
げ
る「
生
活
者
」概
念

そ
れ
自
体
に
内
在
し
て
い
る
」﹇ 
天
野1996: 61

﹈と
指
摘
す
る
。

「
消
費
者
」に
は「
生
産
者
」の
用
語
が
、「
生
活
者
」に
は「
労
働
者
」の
用
語

が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
実
際
に
は
消
費
と
生
産
、
生
活
と
労
働
の
分
割
の

な
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
へ
の
排
他
的
な
性
別
配
当
が
組
み
こ
ま
れ
て
い

た
―
こ
れ
を
近
代
家
族
の
も
と
の
性
別
役
割
分
担
と
呼
ぶ
―
の
だ
か
ら
、

生
協
は「
消
費
」と「
生
活
」へ
と
わ
り
あ
て
ら
れ
た
女
の
集
団
を
前
提
し
て
い

た
。
し
か
も
そ
れ
は
他
方
で「
生
産
」お
よ
び「
労
働
」と
の
あ
い
だ
の
相
互
依

存
ぬ
き
に
は
成
り
立
た
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
女
性
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が

依
存
し
か
つ
貢
献
す
べ
き
男
性
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
彼
女

た
ち
の
多
く
が
、
既
婚
の
無
業
女
性
、
俗
に
い
う
専
業
主
婦
で
あ
っ
た
こ
と

は
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
八
〇
年
代
の
生
協
運
動
を
研
究
し
た 

佐
藤

慶
幸
ら﹇ 

佐
藤
編1988

﹈の
調
査
に
よ
れ
ば
、
生
協
組
合
員
の
離
婚
率
は
、
当
時

徐
々
に
上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
世
間
一
般
の
平
均
離
婚
率
よ
り
き
わ
だ
っ
て
低

い
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
生
協
組
合
員
の
家
庭
が
夫
婦
円

満
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
を
少
し
も
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
離
婚
し
た
と

た
ん
組
合
員
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
む
づ
か
し
く
な
る
た
め
に
、
母
集
団
の
な

か
か
ら
離
婚
者
が
退
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
員
の
低
い
離
婚
率
は
支
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婚
姻
制
度
の
も
と
に
自
ら
選
択
し
て
入
っ
て
い
く
専
業
主
婦
の
女
性
た
ち
に

は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
敬
遠
す
る
十
分
な
理
由
が
あ
っ
た
。
ま
し
て
や
リ
ブ

が
主
張
し
た
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
解
放
な
ど
は
、
婚
姻
制
度
の
も

と
で
は
封
印
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

だ
が
、
社
会
と
女
性
の
変
貌
は
、
生
協
の
変
化
よ
り
も
急
速
で
あ
る
。
脱

工
業
化
の
過
程
で
わ
た
し
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
の
は
、
生
産
／
消
費
、
労

働
／
生
活
の
分
割
線
そ
の
も
の
が
、
急
速
に
ゆ
ら
ぎ
、
シ
フ
ト
し
て
い
る
と

い
う
現
実
で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
も
ま
た
、
消
費
者
協
同

組
合
か
ら
労
働
者（
生
産
者
）協
同
組
合
へ
の
シ
フ
ト
を
意
味
し
て
い
た
。

生
協
が
そ
の
性
差
別
的
な
社
会
環
境
を
与
件
と
し
て
成
立
し
た
こ
と

は
、
以
上
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
性
差
別
に
対
し
て
、
生
協
が
異
議
申

し
立
て
を
し
て
こ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
生
協
の
組
織
目
標
が
そ
こ
に
な
け

れ
ば
、
べ
つ
だ
ん
責
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
女
性
の
多
い
集
団
が
、

か
な
ら
ず
し
も
性
差
別
へ
の
異
議
申
し
立
て
を
集
団
目
標
と
し
な
い
こ
と

は
、
不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
。
従
来
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
生
協
批
判
は
こ

こ
で
と
ど
ま
る
。
だ
が
、
生
協
組
織
そ
の
も
の
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
構
造
的

に
再
生
産
し
て
き
た
と
い
え
る
か
、
ま
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
も

そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
効
果
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
よ
り
核
心
的
な
問
い
で
あ

ろ
う
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
代
表
性
、
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
集
団
に
お
け
る
性
別
構
成

生
協
の「
男
女
共
同
参
画
」

3

比
は
、
も
っ
と
も
単
純
で
形
式
主
義
的
な
性
差
別
の
指
標
で
あ
る
。
ジ
ェ

ン
ダ
ー（ 

セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
）統
計
が
ま
っ
さ
き
に
指
標
化
す
る
の
も
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
代
表
性
、
つ
ま
り
母
集
団
の
性
別
構
成
比
に
見
合
っ
た
集
団
の
性
別
構

成
比
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
尺
度
で
あ
る
。
問
題
点
を
先
取

り
し
て
お
け
ば
、
こ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
指
標
は
、
集
団
の
目
標
や
理
念
を

問
わ
な
い
点
で
、
純
粋
に
形
式
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
現
状

を
追
認
す
る
保
守
的
な
傾
向
を
持
っ
て
い
る2

❖

。
こ
の
指
標
は
、
生
協
自
身
が

自
ら
の「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
」を
問
題
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
採
用

し
た
指
標
で
も
あ
る
。

「
生
協
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
」の
歴
史
を
追
跡
し
た 

仲
宗
根
迪
子

﹇2000

﹈の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
末
に
な
っ
て
生
協
に
お
け
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
が「
生
協
内
外
か
ら
指
摘
さ
れ
た
」と
い
う3

❖

。
そ
の
背

後
に
あ
る
の
は
、
八
七
年
の
政
府
に
よ
る
男
女
共
同
参
画
促
進
の
た
め
の

「
西
暦
二
〇
〇
〇
年
に
向
け
て
の
新
国
内
行
動
計
画
」で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ

に
先
立
つ
国
連
女
性
差
別
撤
廃
条
約
署
名
以
降
の
、
国
内
女
性
政
策
の
進
展

で
あ
っ
た4

❖

。

八
〇
年
代
後
半
と
言
え
ば
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
成
立
し
て
二
〇
年

近
く
、
生
協
の
歴
史
の
う
え
で
も
二
〇
年
以
上
経
つ
か
ら
、「
女
の
組
織
」と

し
て
の
生
協
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
意
識
す
る
う
え
で
は
、
た
し
か
に
遅
い
。

八
五
年
に
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
成
立
し
て
か
ら
、
ど
の
企
業
も
タ
テ
マ

エ
上「
差
別
是
正
」を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
生
協
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー・コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
も
、
一
般
企
業
な
み
に
遅
く
、
一
般
企
業
な
み
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に
外
圧
に
対
す
る
反
応
で
あ
っ
た
点
で
、
生
協
も
他
の
企
業
組
織
と
変
わ
る

と
こ
ろ
は
な
い5

❖

。

仲
宗
根
の
簡
潔
な
ま
と
め
に
沿
っ
て
、
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会
内
の

「
男
女
共
同
参
画
」へ
の
動
き
を
見
て
い
こ
う
。
八
〇
年
代
の「
外
圧
」に
と
も

な
っ
て
、
九
一
年
に
は
日
本
生
協
連
女
性
評
議
会
が
会
長
諮
問
機
関
と
し
て

発
足
し
た
。
九
三
年
に「
生
協
の
意
思
決
定
に
お
け
る
女
性
の
参
画
の
現
状

と
今
後
の
方
向
に
つ
い
て
」の
答
申
が
出
た
後
、「
生
協
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
に
関
す
る
意
識
調
査
」を
実
施
、
九
四
年
に『
男
だ
か
ら
女
だ
か
ら
は
も

う
や
め
よ
う
』と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
。
九
六
年
度
に
は
日
本
生
協

連
理
事
会
は
行
動
計
画
策
定
委
員
会
を
設
置
し「
男
女
共
同
参
画
を
促
進
す

る
た
め
に
生
協
が
め
ざ
す
こ
と
」を
総
会
に
提
出
。
九
七
年
に
は
女
性
評
議

会
を
発
展
的
に
解
消
し
て
新
た
に
全
国
女
性
会
議6

❖

と
理
事
会
男
女
共
同
参
画

小
委
員
会
と
を
設
置
、
九
九
年
に
は
男
女
共
同
参
画
小
委
員
会
が「
男
女
共

同
参
画
促
進
に
関
す
る
重
点
課
題
の
提
言
」を
ま
と
め
た﹇
仲
宗
根2000: 11

﹈。

さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
度
に
実
施
し
た「
生
協
組
織
に
お
け
る
男
女
別
参
画

状
況
調
査
」に
も
と
づ
い
て
、
二
〇
〇
一
年
に
は
男
女
共
同
参
画
小
委
員
会

が「
男
女
共
同
参
画
促
進
に
関
す
る
第
二
次
中
期
的
行
動
課
題（
以
下「
中
期
計

画
」と
略
称
）」と
い
う
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
、
同
委
員
会
は
二
〇
〇
三
年
に
は『
女

会
基
本
法
」の
成
立
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」﹇
竹
信2000: 5

﹈と
あ
る
。
こ
れ
で
は
仲
宗
根
の
指

摘
と
一
〇
年
以
上
の
時
差
が
あ
り
、
あ
ま
り
に
遅
す
ぎ
る
。
こ
こ
で
は
生
協
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
で

あ
る
仲
宗
根
の
指
摘
の
ほ
う
を
採
用
す
る
。
二
〇
〇
一
年
に
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会
男
女
共

同
参
画
小
委
員
会
が
出
し
た「
男
女
共
同
参
画
促
進
に
関
す
る
第
二
次
中
期
的
行
動
課
題
」と
い
う

報
告
書
の
な
か
で
も
、「
日
本
の
生
協
で
は
、
一
九
九
〇
年
頃
か
ら
生
協
に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
に
つ
い
て
問
題
提
起
が
な
さ
れ
」﹇
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会2001: 8

﹈た
と
い
う
指
摘
が
あ

る
。
こ
の
見
解
は
日
生
協
連
内
の
公
式
見
解
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
し
、
仲
宗
根
の
指
摘
と
も
ほ

ぼ
一
致
す
る
。

❖
5 

本
章
の
も
と
に
な
っ
た「
生
協
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
」﹇
上
野2006b

﹈は
、
も
と
も
と「
生
協

学
」の
試
み
で
あ
る『
現
代
生
協
論
の
探
求〈
理
論
編
〉』﹇
現
代
生
協
論
編
集
委
員
会2006

﹈の
要
請

を
受
け
て
書
か
れ
た
。
学
問
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」が
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
ひ
と
つ
に

加
わ
る
P
　C（Politically C

orrect

）的
な
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
九
〇
年
代
以
降

だ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
生
協
学
」の
よ
う
な
書
物
に
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
た
生
協
」と
い
う
章
が

一
章
だ
け
、
含
ま
れ
る
と
い
う「
政
治
的
に
正
し
い
」選
択
も
、
他
の
伝
統
的
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と

時
期
的
に
見
て
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

❖
6 

九
七
年
か
ら
二
期
四
年
間
の
活
動
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
に
解
消
さ
れ
た
。

❖
1 

戦
後
一
次
か
ら
三
次
に
わ
た
る「
主
婦
論
争
」は
、「
主
婦
で
あ
る
こ
と
」が
選
択
で
き
な
い

時
代
の
論
争
で
あ
っ
た
が
、
八
〇
年
代
以
降
、
専
業
主
婦
が
少
数
派
に
転
じ
る
に
及
ん
で
、
主
婦

で
あ
る
こ
と
は「
選
択
」の
結
果
と
な
っ
た﹇
妙
木2010

﹈。
林
真
理
子
は
、
主
婦
は
そ
の「
自
己
決

定
」に
リ
ス
ク
を
と
も
な
う「
自
己
責
任
」を
と
る
べ
き
だ
と
い
う
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
。
事

実
、
八
〇
年
代
を
通
じ
て
進
行
し
た
階
層
分
解
の
過
程
で
、
専
業
主
婦
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
で
き

る
人
々
は
、
経
済
階
層
が
高
い
集
団
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。

❖
2 

た
と
え
ば「
軍
隊
の
男
女
平
等
」や「
右
翼
団
体
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
」を
想
起
し
て
み

れ
ば
よ
い
。

❖
3 

生
協
に
お
け
る
女
性
組
合
員
比
率
の
高
さ
を
考
え
れ
ば
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
」と
は

一
見
、
男
性
組
合
員
の
参
入
比
率
の
低
さ
を
指
す
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
バ
イ
ア
ス
」と
は
、
意
思
決
定
過
程
に
お
け
る（
役
員
、
理
事
等
の
）女
性
参
加
比
率
の
低
さ

を
指
し
て
い
る
。

❖
4 

仲
宗
根
の
レ
ポ
ー
ト
が
収
録
さ
れ
た
の
と
同
じ
号
の『
生
活
協
同
組
合
研
究
』二
九
五
号
、

「
男
女
共
同
参
画
の
考
え
方
と
実
践
」特
集
号（
二
〇
〇
〇
年
八
月
号
）に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

竹
信
三
恵
子
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
生
協
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
が

欠
け
て
い
る
」と
い
う
問
題
提
起
の「
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
一
九
九
九
年
の「
男
女
共
同
参
画
社
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と
変
わ
ら
な
い
。
職
制
を
選
挙
で
選
ぶ
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
職
員
組
織
に

は「
民
主
主
義
」は
な
い
。
ど
ち
ら
も
ハ
イ
ラ
ー
キ
ー
型
の
構
造
を
持
つ
が
、

組
合
員
組
織
は
下
意
上
達
の
、
職
員
組
織
は
上
意
下
達
の
意
思
決
定
の
流
れ

を
持
つ
点
が
違
う
。
そ
し
て
職
員
組
織
は
組
合
員
組
織
と
雇
用
関
係
を
持
つ

こ
と
で
、
そ
の
も
と
に
従
属
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
タ
テ
マ
エ
で
あ
る
。

だ
が
、
代
表
制
民
主
主
義
も
ま
た
ひ
と
つ
の
権
力
構
造
に
は
違
い
な
い
か

ら
、
い
っ
た
ん
階
層
化
さ
れ
た
組
織
構
造
の
も
と
で
は
、
組
合
員
は
選
挙
を

通
じ
て
自
ら
の
意
思
決
定
権
を
委
譲
す
る
こ
と
で
、
上
部
の
決
定
に
し
た
が

う
集
団
成
員
の
ひ
と
り
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
古
典
的
な
代
表
制
民
主
主
義

が
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
自
体
、
生
協
の
体
質
の
古
さ

を
物
語
る
。
多
く
の
生
協
の
成
立
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の「
新
し
い
社
会

運
動
」の
登
場
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
ハ
イ
ラ
ー

キ
ー
構
造
は
、
旧
来
の「
党
型
」、「
労
働
組
合
型
」の
組
織
に
無
批
判
で
あ
る

ば
か
り
か
、
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
代
表
制
民
主
主
義

の
も
と
で
任
期
ご
と
に
交
替
す
る
理
事
や
理
事
長
と
比
べ
て
、
職
員
組
織
の

幹
部
は
、
形
式
的
に
は
組
合
員
理
事
長
の
支
配
下
に
あ
る
と
は
い
え
、
実
質

的
に
経
営
を
め
ぐ
る
意
思
決
定
権
を
握
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
民
主
政
体

に
お
け
る
官
僚
制
支
配
が
容
易
に
成
立
し
、
専
務
理
事
は
名
目
だ
け
の
理
事

長
に
対
し
て
実
権
派
の
ご
と
き
存
在
と
な
る
。
タ
テ
マ
エ
民
主
主
義
の
も
と

で
の
以
上
の
よ
う
な
権
力
配
置
は
容
易
に
予
想
が
つ
く
ば
か
り
で
な
く
、
多

く
の
組
合
員
理
事
長
が
職
員
組
織
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
専
務
理
事
と
の
あ
い
だ

で
実
際
に
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う7

❖

。

性
が
輝
く
元
気
な
職
員
組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
例
調
査
』（
以
下『
女
性
職
員
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
調
査
』と
略
称
）の
報
告
書
を
出
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
生
協
の
男
女
共
同
参
画
の
歴
史
を
追
っ
て
み
て
、
改
め
て

確
認
で
き
る
の
は
、
生
協
に
と
っ
て「
男
女
共
同
参
画
」が
あ
く
ま
で
国
内
外

の
政
治・政
策
か
ら
の「
外
圧
」に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
初
期
か
ら
の
生
協
の
用
語
法
に
よ
く

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
問
題
が
登
場
し
た
時
点
か
ら
一
貫
し
て「
男
女
共
同
参

画
」と
い
う
行
政
用
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
男
女
平
等
」も「
差
別
是
正
」

も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
分
野
で
は
、「
男
女
共
同
参
画
」

と
い
う
耳
慣
れ
な
い
造
語
が
、「
男
女
平
等
」を
避
け
た
い
行
政
の
婉
曲
語
法

と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
快
く
思
わ
な
い

女
性
運
動
の
担
い
手
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
の
用
語
を
使
用
し
な
い
と
い
う
原

理
主
義
ま
で
あ
る
く
ら
い
だ
。
こ
の
よ
う
な
用
語
に
対
す
る 
セ
ン
シ
テ
ィ
ビ

テ
ィ
の
な
さ
そ
の
も
の
が
、
こ
の
問
題
が
生
協
の
内
部
か
ら
内
在
的
な
問
題

と
し
て
提
起
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
証
左
に
な
ろ
う
。

生
協
組
織
は
協
同
組
合
法
人
と
し
て
の
二
重
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
一
方

は
組
合
員
組
織
で
あ
り
、
他
方
は
職
員
組
織
で
あ
る
。
組
合
員
組
織
は
共
同

購
入
の
班
か
ら
地
区
、
さ
ら
に
単
位
生
協
、
連
合
へ
と
至
る
代
表
制
民
主
主

義
に
よ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
組
織
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
職
員
組
織
は
、

雇
用
関
係
に
も
と
づ
く
指
揮
命
令
系
統
を
持
つ
点
で
、
タ
テ
型
の
企
業
組
織

活
動
と
労
働
の
二
重
構
造

4
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わ
た
し
が
採
用
し
た
い
の
は
こ
こ
で
も「
不
払
い
労
働
」と
い
う
概
念
で
あ

る
。
生
協
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
置
を
分
析
す
る
た
め
に「
不
払
い
労
働
」

の
概
念
は
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
、
強
力
な
ツ
ー
ル
と
な
る
。
と
い
う

の
も
第
一
に
理
論
的
に
は
、
生
協
は
こ
れ
ま
で
組
合
員
組
織
が
お
こ
な
う
こ

と
を「
活
動
」、
職
員
組
織
が
お
こ
な
う
こ
と
を「
労
働
」と
呼
ん
で
分
離
し
て

き
た
、
言
い
換
え
れ
ば
比
較
不
可
能
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
置
い
て
き
た

が
、「
不
払
い
労
働
」の
概
念
は
両
者
を「
労
働
」と
い
う
上
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
包
括
す
る
こ
と
で
、
比
較
不
可
能
な
も
の
を
比
較
可
能
に
す
る
概
念
装
置

だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
実
践
的
に
は
、「
活
動
」と「
労
働
」と
を
区
別
し
分

離
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
き
た
生
協
組
織
の
二
重
構
造
が
今
日
揺
ら
い
で

き
て
い
る
、
そ
の
現
実
を
説
明
す
る
変
数
と
し
て
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
誕
生
は
、
生
協
に
と
っ
て
は
外
在
的
な
、

女
性
の
歴
史
的
な
変
貌
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
女
性
の
労
働

が
不
払
い
労
働
か
ら
支
払
い
労
働
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
時
代
の
変
化
と
重

な
っ
て
い
る
。

組
織
構
造
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
、
と
り
わ
け
労
働
組
織
の
編
成
を「
ペ
イ

ド
／
ア
ン
ペ
イ
ド
」と
い
う
分
析
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
っ
て
歴
史
的
に
回

生
協
組
織
の
歴
史

―
二
重
構
造
か
ら
三
重
構
造
へ

5

と
こ
ろ
で
生
協
の「
男
女
共
同
参
画
」は
、
以
上
の
よ
う
な
組
織
構
造
を
そ

の
ま
ま
に
し
て
、
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
成
比
を
適
正
に
変
更
す
れ
ば
目
標
が

達
成
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
?　
前
節
で
検
討
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
代
表
性
の
指
標
を
採
用
す
れ
ば
、
答
は「
イ
エ
ス
」と
な
る
。
生

協
連
合
が
自
ら
に
課
し
た「
課
題
」も
、
そ
の
域
を
出
な
い
。
ど
の
よ
う
な
数

値
が「
適
正
」で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
社
会
全
体
を
母
集
団

と
考
え
れ
ば
そ
の
性
別
構
成
比
に
ふ
さ
わ
し
く
、
一
方
で
の「
男
性
組
合
員

の
増
加
」と
他
方
で
の「
女
性
職
員
の
増
加
」が
目
標
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
し

組
合
員
集
団
を
母
集
団
と
考
え
れ
ば
、
職
員
組
織
も
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
比
を

反
映
し
た
女
性
の
占
め
る
労
働
組
織
に
な
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
形
式
主
義
は
こ
こ
で
思
考
停
止
に
陥
る
。
組
合
員
に
男
性

が
参
入
し
な
い
の
は
、
食
と
家
庭
が「
女
の
役
割
」と
男
女
双
方
に
よ
っ
て
考

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
職
員
に
女
性
が
定
着
し
な
い
の
は
、
雇
用
労

働
が
家
庭
責
任
と
両
立
し
な
い
よ
う
な
労
働
形
態
を
維
持
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
組
織
が
、
そ

れ
を
再
生
産
す
る
構
造
を
維
持
し
た
ま
ま
、
数
値
目
標
だ
け
の「
男
女
共
同

参
画
」を
掲
げ
て
も
論
理
矛
盾
に
陥
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
代
表
性
を
達
成
す
る
た
め
だ
け
で
さ
え
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
そ

の
も
の
の
解
体
に
踏
み
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に

よ
っ
て
と
っ
く
に
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の「
目
標
」は
生
協
に
と
っ
て
は

「
外
在
的
」で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
は
聞
き
慣
れ
た
生
協
に
対
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
で
あ
ろ
う
。

❖
7 

生
協
創
設
者
の
多
く
が
専
務
理
事
の
ポ
ス
ト
に
就
き
、「
長
期
政
権
」を
守
っ
て
き
た
の
は
、

代
表
制
民
主
主
義
の
以
上
の
よ
う
な
形
式
主
義
を
予
測
し
た
上
で
、
意
図
的
に
設
計
さ
れ
た「
実

権
派
」の
権
力
維
持
の
装
置
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
あ
や
し
ま
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
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組
合
員
、
経
営
は
専
従
」の
時
期
」に
対
応
す
る
。 

伊
藤
の
時
代
区
分
は
参
考

に
な
る
が
、
こ
こ
で
独
自
に
区
分
を
立
て
る
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

（
1
） 伊
藤
の
時
代
区
分
は
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
の
事
例
に
特
化
し
た
も

の
で
あ
り
、
一
般
的
な
モ
デ
ル
を
志
向
し
て
い
な
い
、（
2
）生
活
ク
ラ
ブ
生

協
神
奈
川
は
創
立
期
が
古
く
、
他
の
追
随
事
例
と
年
代
的
に
ず
れ
が
あ
る
、

（
3
）時
代
区
分
が
九
〇
年
ま
で
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降
の
フ
ォ

ロ
ー
が
な
い
、（
4
）命
名
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
生
協
独
自
の
用
語
法
を
採
用

し
て
お
り
、
汎
用
性
が
な
い
。
わ
た
し
が
こ
こ
で
採
用
す
る
の
は
、
生
協
用

語
に
代
わ
っ
て
、
よ
り
汎
用
性
の
高
い
概
念
で
あ
る「
活
動activity

」と「
労

働labor

」と
い
う
用
語
で
あ
る
。
労
働
に
は
、
支
払
い
労
働
と
不
払
い
労
働

の
両
方
を
含
め
る
。

生
協
と
り
わ
け
生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
の
担
い
手
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
活

動
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
誰
よ
り
も
雄
弁
で
あ
り
、
か
つ
特
異
な
語
彙

を
用
い
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
生
協
活
動
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
当
事
者
自

ら
が
つ
く
り
出
し
た
解
釈
モ
デ
ル
で
あ
る「
一
次
モ
デ
ル
」（ 

盛
山
和
夫
）に
幻
惑

さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
人
た

ち
が
現
実
に
や
っ
て
い
る
こ
と
と
、
や
っ
て
い
る
と
申
告
す
る
こ
と
と
の
あ

い
だ
に
は
ず
れ
が
あ
る
か
ら
だ
。 

伊
藤
が
生
協
の
専
従
職
員
と
い
う
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
の
位
置
に
い
る
こ
と
は
、
そ
の
点
で
有
利
で
も
あ
り
、
不
利
で
も
あ

る
。
だ
が
、
生
協
活
動
の
歴
史
を
長
期
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
見
る
上
で
、 

伊

藤
の
先
行
研
究
は
お
お
い
に
参
考
に
な
る
。

第
一
期
と
第
二
期
は 

伊
藤
の
論
文
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
が
主

顧
す
れ
ば
、
ど
の
生
協
も
設
立
の
時
期
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
お
お
む
ね
以

下
の
よ
う
な
段
階
を
た
ど
っ
て
変
容
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
後

発
の
生
協
は
、
先
発
の
生
協
の
組
織
構
造
を
模
倣
す
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た

生
協
法
人
格
の
獲
得
に
当
た
っ
て
一
定
の
組
織
原
則
が
要
請
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
ど
の
生
協
も
、
互
い
に
似
た
よ
う
な
組
織
構
造
を
採
用

し
て
き
た
。

第
一
期 

創
設
期（
活
動
と
労
働
の
一
致
）

第
二
期 

活
動
と
労
働（
ペ
イ
ド
／
ア
ン
ペ
イ
ド・ワ
ー
ク
）の
二
重
構
造

第
三
期 

労
働
の
フ
レ
ッ
ク
ス
化
／
活
動
の
労
働
化（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
／
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
導
入
）

第
四
期 

三
重
構
造（
ペ
イ
ド
／
半
ペ
イ
ド
／
ア
ン
ペ
イ
ド・ワ
ー
ク
）

  

伊
藤
美
登
里
は
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
を
事
例
と
し
て
、
こ
れ
と
よ
く

似
た
時
代
区
分
を
立
て
て
い
る﹇ 

伊
藤1995

﹈。

I  

専
従
主
導
の
時
期（
創
立
前
後
か
ら
七
三
年
ま
で
）

II  「
分
業
と
協
業
」の
時
期（
一
九
七
四
年
か
ら
八
四
年
ま
で
）

III  「
運
動
は
組
合
員
、
経
営
は
専
従
」の
時
期（
一
九
八
五
年
か
ら
九
〇
年
ま
で
）

わ
た
し
の
時
代
区
分
で
は
第
一
期
が 

伊
藤
の
I「
専
従
主
導
の
時
期
」に
あ

た
り
、
第
二
期
が
II「「
分
業
と
協
業
」の
時
期
」と
、
第
三
期
が
III「「
運
動
は
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方
式
と
も
い
え
る
年
功
序
列
給
与
体
系
の
も
と
で
は
、
雇
用
保
障
が
不
可
欠

と
な
る
。
こ
の
三
点
セ
ッ
ト
は
経
営
側
と
労
働
側
と
の
利
害
の
共
有
に
よ
っ

て
合
作
で
成
立
し
、
定
着
し
た
。
こ
の
大
企
業
モ
デ
ル
を
、
生
協
の
雇
用
組

織
も
踏
襲
し
た
の
は
、
生
協
の
創
設
者
の
多
く
が
組
合
運
動
の
出
身
者
で
あ

り
、
労
働
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
企
業
理
念
を
持
っ
て
い
た
か
ら
と
も
考
え

ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
守
ら
れ
た「
労
働
者
の
権
利
」と
は
、
男
性
正
規
雇

用
労
働
者
の
権
利
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
で
は
、
こ
の
日
本
型
経
営
の
三
点
セ
ッ
ト
は
、
組
織

的・
構
造
的
に
女
性
を
排
除
す
る
間
接
差
別
の
効
果
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
立
証
さ
れ
て
い
る﹇ 

大
沢1993

﹈。
こ
の
雇
用
慣
行
の
も
と
で
は
、
理
念
上
、

正
規
雇
用
者
の
モ
デ
ル
が
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

経
験
的
に
も
、
勤
続
年
数
の
長
期
化
を
前
提
と
し
た
こ
の
雇
用
慣
行
の
恩
恵

に
あ
ず
か
る
の
は
男
性
集
団
に
い
ち
じ
る
し
く
偏
る
効
果
が
あ
る
。
し
か
も

こ
の
賃
金
後
払
い
方
式
は
、
平
均
的
な
男
性
労
働
者
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を

前
提
と
し
た
生
活
給
―「
家
族
給fam

ily w
age

」と
も
い
う
―
保
証
と

な
っ
て
お
り
、
シ
ン
グ
ル
イ
ン
カ
ム・ソ
ー
ス
で
労
働
者
の
標
準
世
帯
が
維

持
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
家
族
給
の
性
差
別
性
を
早
く
か
ら
指
摘
し
て
き
た
。
夫

ひ
と
り
が
家
計
の
大
黒
柱
で
あ
る
と
い
う「
男
性
稼
ぎ
主m

ale bread w
in-

ner

」モ
デ
ル
が
こ
の
家
族
給
の
理
念
に
は
あ
り
、
そ
れ
が
労
働
市
場
に
お
け

る
男
女
賃
金
格
差
を
長
き
に
わ
た
っ
て
正
当
化
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
か
つ
て
某
政
党
が
唱
え
た「
母
ち
ゃ
ん
が
働
か
ず
に
す
む
賃
金

と
し
て
扱
い
た
い
の
は
、
第
三
期
以
降
の
変
容
で
あ
る
。
第
三
期
は
女
性
の

労
働
力
化
が
急
速
に
す
す
ん
だ
八
〇
年
代
と
、
や
や
遅
れ
て
労
働
市
場
の
柔

軟
化
が
男
女
を
問
わ
ず
進
行
し
た
九
〇
年
代
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
結
果

と
し
て
成
立
し
た
の
が
生
協
組
織
の
三
重
構
造
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
置
の
再
編
で
あ
る
。
こ
の
第
三
期
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
が
位
置
す
る
。

多
く
の
生
協
は
そ
の
創
設
期
を
、「
食
の
安
全
」を
求
め
た
牛
乳
や
卵
の
共

同
購
入
運
動
か
ら
始
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
運
動
と
事
業
の
未
分
化
、
別
の

言
い
方
を
す
れ
ば「
活
動
」と「
労
働
」の
一
致
が
成
り
立
っ
て
い
た
。

創
設
期
の
運
動
が
事
業
化
す
る
に
あ
た
っ
て
生
協
と
い
う
法
人
格
を
手
に

入
れ
る
た
め
に
組
織
整
備
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
れ
は
一
方
で
は
組
合
員
組
織

の
代
表
制
民
主
主
義
と
い
う
意
思
決
定
機
構
の
整
備
で
あ
り
、
他
方
で
は
専

従
職
員
と
の
雇
用
契
約
に
も
と
づ
く
労
働
組
織
の
整
備
で
あ
る
。
成
長
期
の

生
協
は
雇
用
を
急
速
に
拡
大
し
、
企
業
型
の
労
働
組
織
を
確
立
し
た
。
そ
し

て
そ
れ
は
同
時
代
の
企
業
モ
デ
ル
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
型
雇
用

と
言
わ
れ
る
労
使
関
係
を
含
ん
で
い
た
。
結
果
と
し
て
生
協
は
、
他
の
一
般

企
業
と
変
わ
り
な
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
型
の
労
働
形
態
を
持
つ
職
場
の
ひ
と
つ

と
な
り
、
求
職
者
に
と
っ
て
は
雇
用
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
な
る
に
至
っ
た
。

今
日
の
知
見
か
ら
は
、
日
本
型
雇
用
と
呼
ば
れ
る
終
身
雇
用・年
功
序
列

給
与
体
系・企
業
内
組
合
の
三
点
セ
ッ
ト
は
、
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に

か
け
て
大
企
業
を
中
心
に
急
速
に
普
及
し
定
着
し
た
、
と
言
わ
れ
る
比
較
的

歴
史
の
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
一
種
の
賃
金
後
払
い
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「
活
動
」な
し
に
は
流
通
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
た
め
に
時
間
的
に
も
肉
体

的
に
も
負
担
が
重
く
、
実
際
に
は
無
業
の
主
婦
で
な
け
れ
ば
担
え
な
い
流
通

の
し
く
み
を
、
生
協
は
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
。
配
送
業
務
ま
で
は「
労
働
」だ

が
、
分
配
は「
活
動
」で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
班
を
も
と
に
し
た「
運
動
」だ
と

考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
だ
が
女
性
の
労
働
力
化
が
す
す
む
に
つ
れ
、

外
で
や
れ
ば
報
酬
を
と
も
な
う
活
動
が
、
内
で
や
れ
ば
無
報
酬
な
の
は
な
ぜ

か
、
と
い
う
素 

朴
だ
が
根
源
的
な
問
い
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
班

「
活
動
」に
お
い
て
も
、
負
担
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
、
働
く
女
性
が
フ
リ
ー
ラ

イ
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
へ
の
反
発
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。

生
協
が
以
上
の
よ
う
な「
男
性
中
心
型
」の
企
業
組
織
の
ひ
な
型
を
、
ほ
と

ん
ど
た
め
ら
い
も
な
く
採
用
し
た
こ
と
に
は
事
後
的
で
あ
れ
、
説
明
が
要
る

だ
ろ
う
。「
運
動
」か
ら
始
ま
っ
た
生
協
活
動
は
、
組
織
的
に
見
れ
ば
男
性
集

団
に
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
の
雇
用
機
会
を
提
供
す
る
に
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
こ
と
に
組
合
員（
女
性
）の
側
か
ら
、
疑
問
が
出
さ
れ
た
ふ
し
も
な
い
。
結

果
と
し
て（
女
性
）組
合
員
は「
消
費
者
」と
し
て（
男
性
）労
働
者
組
織
の「
市
場

（
マ
ー
ケ
ッ
ト
）」と
な
っ
た
。
組
合
員
活
動
は
消
費
と
見
な
さ
れ
無
償
で
あ
り
、

活
動
と
労
働
の
分
離
へ
の
疑
い
は
差
し
挟
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

生
協
の
組
織
構
造
の
も
と
で
は
労
働
と
は
男
性
の
も
の
で
あ
り
、
女
性
が

労
働
者
に
な
る
可
能
性
は
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
労
働
組
織
は
、
見
か
け
上

ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
性
を
持
っ
て
お
り
、
女
性
の
参
入
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い

が
、
そ
こ
に
女
性
が
参
入
す
る
た
め
に
は
、
男
性
労
働
者
と
同
じ
条
件
で
働

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
の（
男
仕
立
て
の
）ル
ー
ル
の
も
と
で
就
労
継

を
父
ち
ゃ
ん
に
」と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
ほ
ど
、
反
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
も
の

は
な
い
。

実
際
に
、
生
協
の
専
従
職
員
の
男
性
比
率
は
八
割
以
上
と
い
ち
じ
る
し

く
高
い
。
し
か
も
、
勤
続
年
数
が
長
い
ほ
ど
、
職
務
上
の
地
位
が
上
が
る

ほ
ど
、
男
性
比
率
が
高
く
な
る
こ
と
は
、
他
の
企
業
組
織
と
変
わ
ら
な
い
。

二
〇
〇
三
年
刊
行
の
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会
男
女
共
同
参
画
小
委
員

会
調
査
報
告『
女
性
が
輝
く
元
気
な
職
員
組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
例
調
査

―
生
協
の
事
業
と
組
織
の
発
展
を
め
ざ
し
て
』で
は
、「
女
性
正
規
職
員

の
減
少
」傾
向
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
な
ぜ
女
性
正
規
職
員
が
減
少
す
る

の
か
に
つ
い
て
今
回
十
分
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
」﹇
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合

会2003a: 14

﹈と
反
省
を
述
べ
る
が
、
歴
史
的
な
背
景
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
理

由
を
推
論
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
就
労

を
志
向
す
る
女
性
に
と
っ
て
生
協
よ
り
有
利
な
雇
用
機
会
が
拡
大
し
た
か
ら

で
あ
り
、
第
二
に
既
婚
女
性
に
と
っ
て
は
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
よ
り
は
パ
ー
ト

タ
イ
ム
雇
用
を
選
好
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
型
雇
用
は

い
っ
た
ん
退
職
し
た
正
規
雇
用
者
の
再
参
入
を
い
ち
じ
る
し
く
不
利
に
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
年
齢
差
別
と
あ
い
ま
っ
て
、
間
接
的
な
女
性
差
別
を
帰
結

す
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
生
協
に
も
ま
た
、
他
の
多
く
の
民
間
企
業
と
同
じ

よ
う
な
性
差
別
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

他
方
で
、
生
協
は
組
合
員「
活
動
」に
、
そ
の
食
材
の
流
通
と
い
う
事
業
の

多
く
を
依
存
し
て
き
た
。
共
同
購
入
の
た
め
の
班
の
編
成
か
ら
始
ま
っ
て
注

文
の
と
り
ま
と
め
、
配
達
の
受
け
取
り
か
ら
分
配
に
至
る
ま
で
、
組
合
員
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こ
の
よ
う
に
性
別
に
よ
っ
て
配
属
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
生
活

ク
ラ
ブ
生
協
全
体
に
共
通
し
て
い
た
し
、
他
生
協
に
も
共
通
し
て
い
た
。

 

﹇ 

今
井1995:303

﹈

結
論
を
先
取
り
し
て
お
け
ば
、
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
置
に
は
な
ん
ら
根
拠

が
な
い
。
九
一
年
に
は
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
は「
女
性
職
員
を
配
送
業

務
に
い
ち
早
く
配
属
」﹇ 

今
井1995: 302, 305

﹈し
て
い
る
。
こ
れ
は
新
物
流
シ

ス
テ
ム
の
技
術
革
新
に
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
配
達

コ
ー
ス
を
男
性
の
七
割
と
す
る
こ
と
、「
ク
レ
ー
ト（
コ
ン
テ
ナ
）」を
三
〇
キ
ロ

か
ら
二
〇
キ
ロ
へ
と
軽
量
化
す
る
こ
と
」﹇ 

今
井1995:306

﹈な
ど
の
配
慮
を
と

も
な
っ
て
い
た
。
ま
た
九
〇
年
代
以
降
急
速
に
普
及
し
た
デ
ポ（
店
舗
）の
集

配
や
個
配
業
務
の
多
く
は
、
し
だ
い
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
委

託
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
主
と
し
て
女
性
か

ら
な
っ
て
お
り
、
女
性
が
担
う
こ
と
に
な
ん
の
ハ
ン
デ
ィ
も
な
い
こ
と
は
す

で
に
証
明
ず
み
で
あ
る
。
も
し
筋
力
が
違
え
ば
、
一
回
の
配
送
量
や
重
量
の

単
位
を
減
ら
せ
ば
す
む
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
報
酬
の
基
準
を
時
間
単
価
か
ら

出
来
高
払
い
に
変
え
れ
ば
コ
ス
ト
は
変
わ
ら
な
い
。
力
仕
事
の
能
力
も
、
性

差
よ
り
個
人
差
に
還
元
さ
れ
る8

❖

。

付
け
加
え
る
な
ら
、
長
い
間
、
班
の
共
同
購
入
と
い
う
方
式
を
採
用
し
て

き
た
生
協
に
と
っ
て
、
配
送
業
務
を
専
従
職
員
が
担
う
こ
と
は
、
組
合
員
と

の
唯
一
か
つ
も
っ
と
も
重
要
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
場
面
で
あ
る
か
ら
、

専
従
が
責
任
を
負
っ
て
や
る
べ
き
で
あ
り
、
容
易
に
他
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は

続
が
で
き
な
け
れ
ば
、
女
性
労
働
者
自
身
の
自
己
責
任
と
見
な
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
組
織
の
あ
り
方
を「
直
接
差
別
」で
は
な
く「
間
接
差
別
」と
呼
ぶ
。

見
か
け
上
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
的
な
ル
ー
ル
は
、
そ
の
実
、
組
織
的・
構
造
的

に
女
性
を
排
除
す
る「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
偏
り
の
あ
る
」ル
ー
ル
と
し
て
作
用
す

る
。
戦
後
日
本
の
企
業
組
織
が
維
持
し
て
き
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
、
生
協

も
ま
た
何
の
疑
問
も
な
く
再
生
産
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

組
合
員
の
家
庭
で
夫
と
妻
の
あ
い
だ
の「
性
別
分
離
」が
成
立
し
て
い
た
だ

け
で
は
な
い
。
生
協
で
は
組
合
員
で
あ
れ
ば
労
働
者
で
は
な
く
、
労
働
者
で

あ
れ
ば
組
合
員
と
し
て
活
動
で
き
な
い
、
と
い
う
組
織
上
の
分
離
が
成
立
し

て
お
り
、
こ
れ
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
離
と
対
応
し
て
い
た
。
生
協
の
事
業
の
編

成
そ
の
も
の
の
う
え
で
、「
活
動
」と「
労
働
」の
分
離
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ

が
前
者
の
無
償
性
と
後
者
の
有
償
性
を
正
当
化
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

日
本
型
雇
用
慣
行
が
間
接
的
に
女
性
を
排
除
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
生
協

に
は
も
う
ひ
と
つ
、
男
性
を
積
極
的
に
採
用
す
る
固
有
の
口
実
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
班
の
共
同
購
入
の
た
め
の
食
材
、
と
く
に
牛
乳
の
配
送
が
新
人
の
業
務

で
あ
り
、
そ
れ
が
男
の
力
仕
事
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

 

今
井
千
恵
は
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
を
事
例
に
、
急
成
長
期
の
専
従
労

働
に
お
い
て
、「
男
性
は
業
務
、
女
性
は
事
務
か
組
織
」と
い
う「
性
別
役
割

分
担
」に
よ
る
配
属
が「
定
着
」し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

配
送
は「
男
の
仕
事
」

6
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時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
生
協
も
配
送
の
よ
う
な
定
型
化
さ
れ
た
業
務
を
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
た
い
と
い
う
動
機
づ
け
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

経
営
合
理
化
の
た
め
に
は
、
か
つ
て
の
論
拠
は
か
ん
た
ん
に
忘
れ
ら
れ
、
く

つ
が
え
さ
れ
る
。

だ
が
、
ふ
り
か
え
っ
て
見
れ
ば
、
こ
の
当
時
、
専
従
職
員
の
人
事
や
雇
用

に
対
し
て
、
組
合
員
が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
し
か
も
力
仕

事
や
汚
れ
仕
事
は
男
に
、
と
い
う
性
別
役
割
分
担
意
識
を
疑
っ
て
い
た
ふ
し

も
う
か
が
え
な
い
。
こ
こ
に
働
く
の
が
階
層
要
因
で
あ
る
。
組
合
員
の
所
属

す
る
経
済
階
層
と
、
専
従
職
員
が
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
る
経
済
階
層
と
の
あ
い

だ
に
は
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
、
と
い
う
仮
説
は
立
て
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
組
合
員
世
帯
の
平
均
所
得
と
職
員
世
帯

の
平
均
所
得
と
を
比
較
す
れ
ば
よ
い
が
、
そ
の
デ
ー
タ
の
入
手
は
む
ず
か
し

い
。
だ
が
、
い
く
つ
か
の
傍
証
か
ら
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

佐
藤
慶
幸

ら
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
首
都
圏
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
組
合

員
女
性
の
学
歴
と
経
済
階
層
は
地
域
の
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る
。
一
方
、
生
協
職
員
の
賃
金
水
準
は
一
般
企
業
に
比
べ
て
相
対

的
に
低
く
抑
え
ら
れ
て
き
た
。
生
協
職
員
の
労
働
条
件
改
善
の
要
求
は
一
貫

し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、「
経
営
と
労
働
」の「
一
体
性
」、
言
い
換
え
れ

ば「
運
動
と
労
働
の
一
致
」を
前
提
に
し
て
き
た
生
協
で
は「
経
営
的
に
安
定

す
る
ま
で
職
員
全
体
が
低
い
労
働
条
件
の
も
と
で
就
労
す
る
こ
と
に
な
っ

た
」と
、
先
述
の 

今
井
は
証
言
す
る﹇ 

今
井1995:305

﹈。

し
た
が
っ
て
、
多
く
の
組
合
員
女
性
に
と
っ
て
、
夫
や
子
ど
も
が
生
協
の

で
き
な
い
、
と
さ
れ
て
き
た
。 

今
井
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ

の
論
拠
が
、
配
送
業
務
に
携
わ
る
男
性
職
員
の
昇
進
格
差
を
説
明
す
る
要
因

と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち「
配
送
業
務
は「
経
営
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら

な
い
基
本
的
な
」業
務
を
担
い
、「
そ
の
業
務
を
つ
う
じ
て
班
の
誕
生
か
ら
か

か
わ
り
、
組
合
員
と
の
緊
張
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
組
合
員
の
自
立
を
援
助
し

て
い
く
役
割
を
と
も
っ
て
い
る
」と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め「
す
べ
て

の
職
員
が
、
配
送
業
務
を
経
験
し
、
そ
れ
か
ら
他
の
業
務
に
つ
く
こ
と
が
望

ま
し
い
」と
考
え
ら
れ
て
い
る9

❖

」﹇ 
今
井1995:310

﹈。

九
一
年
の
こ
の
答
申
に
よ
っ
て
、
女
性
職
員
の
配
送
業
務
へ
の
配
置
が
促

進
さ
れ
、
昇
進
格
差
の
是
正
が
図
ら
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
後
も
生
協
組
織
全

体
の
男
女
昇
進
格
差
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
配
送
業
務
が

昇
進
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
、
結
果
と
し
て
成
り
立
た
な

い
。
事
後
的
に
考
え
れ
ば
、
男
女
昇
進
格
差
を
説
明
す
る
た
め
の
変
数
と
し

て
、
配
送
業
務
の
有
無（
主
と
し
て
肉
体
的
能
力
に
還
元
さ
れ
る
）が
正
当
化
根
拠
と

し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
今
井
自
身

も「
配
送
業
務
に
携
わ
る
こ
と
が
昇
進
の
機
会
を
拡
大
す
る
と
い
う
説
明
は

信
憑
性
が
乏
し
い
」﹇ 

今
井1995: 311

﹈と
結
論
す
る
。

配
送
業
務
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
へ
の
委
託
が
始
ま
っ
た
頃
に

は
、
も
は
や
こ
の
論
拠
を
持
ち
出
す
人
は
い
な
か
っ
た
。
反
対
に
こ
の
よ
う

に
重
要
な
組
合
員
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
こ
そ
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
の
よ
う
な
組
合
員
の
自
発
性
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
だ
と
い
う
レ
ト
リ
ッ

ク
が
登
場
し
た
。
こ
の
時
期
は
長
び
く
不
況
の
も
と
で
の
経
営
リ
ス
ト
ラ
の
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そ
の
も
の
が
成
立
し
に
く
く
な
る
。
生
協「
運
動
」の
原
点
で
あ
っ
た
共
同
購

入
の
原
則
を
曲
げ
て
ま
で
、
個
別
配
達（
個
配
、
戸
配
）や
デ
ポ
を
つ
く
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
組
合
員
の
獲
得
自
体
が
危
ぶ
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
事
実
、「
運
動
」の
理
念
を
尊
重
し
て
共

同
購
入
の
原
則
を
曲
げ
な
か
っ
た
誇
り
高
い
老
舗
生
協
の
な
か
に
は
、
組
合

員
の
高
齢
化
と
事
業
高
の
停
滞
と
に
苦
し
む
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
逆
に
マ
ー

ケ
ッ
ト
の
変
貌
に
い
ち
は
や
く
対
応
し
個
人
加
入
や
個
配
を
積
極
的
に
お
し

進
め
た
後
発
型
の
生
協
は
、
同
じ
時
期
に
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。
運
動
の
理

念
よ
り
、
事
業
を
優
先
し
た
と
言
え
よ
う
。
他
方
で「
安
全
な
食
材
」と
い
う

付
加
価
値
は
市
場
化
さ
れ
て
き
て
お
り
、
生
協
の
独
占
物
で
は
な
く
な
り
つ

つ
あ
っ
た
。
消
費
者
に
と
っ
て
生
協
は「
安
全
」と「
便
利
」を
求
め
る
流
通
業

の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
く
な
り
、「
活
動
」は
組
合
員
に
と
っ
て
負
担

と
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る10

❖

。

ち
な
み
に
共
同
購
入
か
ら
個
配
へ
と
い
う
流
れ
は
、
生
協
の
論
理
に
と
っ

て
は
あ
る
意
味
否
定
的
な
移
行
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
史
的
に
見
れ

専
従
職
員
に
な
る
可
能
性
は
ほ
ぼ
考
え
ら
れ
ず
、
ま
し
て
や
自
分
自
身
が
生

協
の
労
働
者
に
な
る
こ
と
は
選
択
肢
の
な
か
に
な
い
、
そ
の
よ
う
な
条
件
を

背
景
に
、
女
性
に
よ
る
組
合
員
組
織
と
男
性
に
よ
る
専
従
職
員
組
織
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
秩
序
が
成
立
し
た
、
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。 

今
井
は「
専
業
主
婦

の
組
合
員
た
ち
は
、
お
金
に
は
余
り
困
ら
な
い
こ
と
を
前
提
に
、「
代
価
を

求
め
な
い
、
お
金
を
も
ら
わ
な
い
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ
し
」て
い
る
の
で
、

雇
わ
れ
て
働
き
た
く
な
い
と
考
え
て
い
る
」と
指
摘
す
る
。
組
合
員
活
動
が

「
生
協
の
事
業
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
し
生
活
が
か
か
っ
て
い
な
い
と

い
う
意
味
で
は
、
依
然
と
し
て「
気
楽
な
稼
業
」な
の
で
あ
る
」﹇ 

今
井1995: 

319

﹈と
手
き
び
し
い
。
こ
の
表
現
の
な
か
に
、
女
性
専
従
職
員
と
組
合
員
女

性
と
の
あ
い
だ
の
潜
在
的
な
テ
ン
シ
ョ
ン
を
見
て
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

生
協
の
事
業
が
職
員
の
労
働
だ
け
で
な
く
、
組
合
員
の
活
動
に
よ
っ
て
も

支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
組
合
員
の

「
活
動
」が「
不
払
い
労
働
」で
あ
る
と
し
て
問
題
化
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
と
の

ち
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
組
合
員
組
織
と
職
員
組
織
の
二
重
構
造

は
、「
不
払
い
労
働
」と「
支
払
い
労
働
」と
の
二
重
構
造
で
も
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
職
員
労
働
と
の
比
較
そ
の
も
の
が
、
隠
れ
た
要
因
で
あ
る
階
級
と
い
う

変
数
の
み
な
ら
ず
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
変
数
の
自
明
性
に
よ
っ
て
抑
制
さ

れ
て
き
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

八
〇
年
代
以
降
、
組
合
員
女
性
の
有
業
率
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
班「
活
動
」

パ
ー
ト
労
働
の
導
入

7

❖
8 

力
仕
事
の
配
送
業
務
と
い
え
ば
、
家
族
経
営
の
酒
屋
の
配
達
を
妻
や
娘
も
ま
た
担
っ
て
き

た
。
ま
た
行
商
を
支
え
て
き
た
の
は
、
漁
村
で
も
農
村
で
も
伝
統
的
に
女
性
だ
っ
た
し
、
も
っ
こ

担
ぎ
の
よ
う
な
日
雇
い
仕
事
も
、
多
く
の
女
た
ち
が
担
っ
て
き
た
。
歴
史
的
に
い
え
ば
、
家
事
の

う
ち
も
っ
と
も
重
労
働
で
あ
る
は
ず
の
水
汲
み
労
働
を
、
男
性
が
代
わ
っ
て
担
っ
て
き
た
例
は

め
っ
た
に
な
い
。
つ
ま
り
女
が
配
送
業
務
を
担
え
な
い
理
由
は
何
一
つ
な
い
の
で
あ
る
。

❖
9  

今
井
の
引
用
中
、
か
っ
こ
内
は
生
活
ク
ラ
ブ
神
奈
川
協
同
組
合
労
働
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト『
協
同

組
合
労
働
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
答
申
』﹇1992: 6-7

﹈よ
り
の
引
用
に
よ
る
。
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経
営
と
い
う
意
思
決
定
へ
の
参
加
だ
が
、
そ
れ
も「
活
動
」の
名
に
お
い
て
無

償
だ
っ
た
。
八
〇
年
代
か
ら
各
地
の
生
協
で
は
、
代
表
者
の
会
議
出
席
に
対

し
て
交
通
費
や
い
く
ば
く
か
の「
手
当
」を
支
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
が
、

そ
れ
は
同
じ
時
期
に
既
婚
女
性
の
有
業
化
が
進
ん
だ
こ
と
と
無
関
係
で
は
な

い
。
同
じ
時
間
、
外
で
働
け
ば
有
償
に
な
る
の
に
、
生
協
活
動
の
た
め
に
費

や
す
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
な
ぜ
無
償
な
の
か
と
い
う
問
い
は
、
女
性
に

と
っ
て
他
の
選
択
肢
が
登
場
し
て
初
め
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。

八
〇
年
代
以
降
、
生
協
の
組
合
員
組
織
と
職
員
組
織
の
二
重
構
造
に
、
変

化
が
生
ま
れ
る
。

有
償
の
職
員「
労
働
」と
無
償
の
組
合
員「
活
動
」と
の
あ
い
だ
に
、
そ
の

ど
ち
ら
で
も
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の「
非
正
規
の
労
働
」も
し
く
は「
有
償
の
活

動
」が
導
入
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
労
働
市
場
の
フ
レ
ッ
ク
ス（
柔
軟
）

化
の
生
協
版
と
言
っ
て
も
よ
い
。
事
後
的
に
類
型
化
し
て
み
れ
ば
、「
非
正

規
の
労
働
」は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
、「
有
償
の
活
動
」は
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
型
に
対
応
し
て
い
る
。
前
者
と
後
者
の
あ
い
だ
に
は
歴
史
的
に
時
差

が
あ
り
、
ま
た
こ
の
ふ
た
つ
の
フ
レ
ッ
ク
ス
化
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
採
用
し
た

生
協
に
も
違
い
が
あ
る
。
前
者
は
主
と
し
て
日
生
協
系
の
生
協
に
よ
っ
て
、

後
者
は
主
と
し
て
生
活
ク
ラ
ブ
系
の
生
協
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
。
そ
し
て

そ
の
両
者
の
戦
略
の
違
い
は
、
双
方
の
階
層
要
因
の
違
い
を
も
反
映
し
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
協
版
フ
レ
ッ
ク
ス
労
働
化

8

ば
、
店
舗
と
い
う
近
代
的
な
植
物
型
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
段
階
を
と
ば
し
て
、

有
職
主
婦
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
型
の
動
物
型
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
に
偶
然
に
も
対
応
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う11

❖

。
時
間
資
源
が
ま
す
ま
す

稀
少
化
す
る
今
日
、
無
店
舗
宅
配
サ
ー
ビ
ス
型
の
流
通
は
、
I　
T
と
結
び
つ

い
て
、
も
っ
と
も
合
理
的
な
流
通
の
様
式
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
保
冷
庫
や
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
技
術
イ
ン
フ
ラ
が
と
も
な
え
ば
、

個
配
は
ま
す
ま
す
促
進
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
高
齢
化
に
よ
っ
て
も
動
物
型

の
移
動
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
は
新
た
な
需
要
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

移
動
弱
者
で
あ
る
高
齢
者
は
、
た
だ
ち
に
買
物
弱
者
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

生
協
の
個
配
に
は
、
共
同
購
入
の
場
合
と
違
っ
て
配
送
費
用
が
べ
つ
に
か

か
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
、
そ
れ
ま
で
の
共
同
購
入
に
も
見

え
な
い
コ
ス
ト
が
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
配
送
を
配
送
業
者

に
外
注
す
れ
ば
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
生
協
の
職
員
が
配

送
し
て
も
賃
金
が
発
生
す
る
。
同
じ
業
務
を
組
合
員
が
担
っ
た
と
き
に
だ
け

コ
ス
ト
は
発
生
し
な
い
。
そ
れ
は
実
は
、「
見
え
な
い
労
働
」を
誰
か
が
コ
ス

ト
と
し
て
支
払
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
に
つ
な
が
る
。

組
合
員
の「
活
動
」が
、
そ
の
実「
不
払
い
労
働
」で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
念
は
こ
う
い
う
過
程
を
経
て
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
生
協
の
職

員「
労
働
」は
、
組
合
員
の「
活
動
」と
い
う
名
の
見
え
な
い
労
働
、
報
酬
を
と

も
な
わ
な
い「
不
払
い
労
働
」に
依
存
し
て
い
る
の
に
、
同
じ
こ
と
を
職
員
が

お
こ
な
え
ば
報
酬
を
と
も
な
う
労
働
と
な
り
、
組
合
員
が
お
こ
な
え
ば「
不

払
い
労
働
」と
な
る
。
配
送
業
務
だ
け
で
は
な
い
。
会
議
へ
の
出
席
な
ど
も



3 3 5 第 13章　生協のジェンダー編成

格
差
を
、
短
時
間
雇
用
と
い
う
雇
用
形
態
の
差
で
は
合
理
的
に
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、「
パ
ー
ト
身
分
」と
で
も
い
う
べ
き「
身
分
差
別
」を
前
提
に
す

る
ほ
か
説
明
で
き
な
い
、
と
論
証
し
た
。
こ
の
身
分
差
別
を
支
え
て
い
る
の

が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
。
つ
ま
り「
パ
ー
ト
」だ
か
ら
賃
金
が
安
い
の
で
は
な

く
、「
女
が
就
く
仕
事
」と
し
て「
パ
ー
ト
労
働
」が
つ
く
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

賃
金
が
安
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の「
女
」と
は
、
夫
の
経
済
力
に
依
存
す

る
た
め
に
家
計
補
助
的
な
収
入
し
か
求
め
な
い
と
さ
れ
る
既
婚
女
性
が
想
定

さ
れ
て
い
た
。
実
際
に
は
、
家
計
支
持
型
の
収
入
を
求
め
る
母
子
家
庭
の

母
親
も
、
パ
ー
ト
労
働
に
就
い
て
い
る（
そ
れ
し
か
選
択
肢
が
な
い
!
）の
だ
か
ら
、

こ
の
想
定
は
、
現
実
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ー

ト
の
賃
金
格
差
を
正
当
化
す
る
た
め
に
動
員
さ
れ
て
き
た
。
フ
ル
タ
イ
ム
と

パ
ー
ト
と
の
賃
金
格
差
は
、
現
在
二
分
の
一
と
も
三
分
の
一
と
も
い
わ
れ
て

お
り
、
パ
ー
ト
労
働
法
な
ど
で
は
、
こ
の
不
当
に
い
ち
じ
る
し
い
賃
金
格
差

を
、「
社
会
的
に
許
容
可
能
な
合
理
性
の
あ
る
範
囲（
七
割
程
度
）」に
縮
小
す
る

こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。

生
協
の
フ
レ
ッ
ク
ス
労
働
化
を
押
し
進
め
た
要
因
に
は
以
下
の
三
つ
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
流
通
革
命
の
も
と
で
の
経
営
合
理
化
圧
力

で
あ
る
。
生
協
も
ま
た
市
場
で
生
き
残
る
た
め
に
は
、
他
の
流
通
業
と
競
合

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
二
は
女
性
の
有
業
化
の
進
行
で
あ
る
。
組

合
員
女
性
を「
無
業
の
主
婦
」と
前
提
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
に
な
り
つ

つ
あ
っ
た
。
第
三
は
日
本
型
雇
用
の
崩
壊
に
よ
る
組
合
員
女
性
の
就
労
圧
力

の
高
ま
り
で
あ
る
。
生
協
も
ま
た
、
組
合
員
女
性
に
対
し
て
雇
用
機
会
を
提

供
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
三
の
要
因
は
九
〇
年
代
の
不

況
期
以
降
に
、
遅
れ
て
登
場
し
た
。
と
い
う
の
も
多
く
は
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

を
夫
に
持
つ
組
合
員
女
性
に
と
っ
て
、
就
労
圧
力
は
長
期
不
況
期
に
な
っ
て

か
ら
初
め
て
経
験
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

八
〇
年
代
に
多
く
の
生
協
は
、
他
の
流
通
業（
例
え
ば
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
）と

同
じ
よ
う
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
導
入
し
た
。
し
か
も
地
域
の「
相

場
」価
格
で
、
つ
ま
り
最
低
賃
金
に
毛
が
生
え
た
程
度
の
低
賃
金
労
働
と
し

て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
職
場
に
組
み
込
ん
だ
。
雇
用
の
柔
軟
化
の

過
程
で
、
正
規
雇
用
者
だ
け
か
ら
な
る
企
業
内
組
合
は
正
規
雇
用
者
の
利

害
だ
け
を
代
弁
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
使
用
者
と
共
犯
関
係
を
結
び
な

が
ら
、
自
ら
パ
ー
ト
差
別
の
当
事
者
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て

も
、「
パ
ー
ト
身
分
」（ 

大
沢
真
理
）と
呼
ぶ
不
当
に
低
い
処
遇
を
問
題
化
す
る
こ

と
を
妨
げ
た
の
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造

で
あ
る
。

 

大
沢
真
理﹇1993

﹈は
フ
ル
タ
イ
ム
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と
の
あ
い
だ
の
賃
金

❖
10 

六
〇
年
代
の
流
通
革
命
が
果
た
し
た「
低
価
格
」と
い
う
要
素
は
生
協
の
運
動
理
念
の
な
か

に
も
と
も
と
含
ま
れ
て
い
な
い
。「
安
全
」と
い
う
付
加
価
値
が
高
く
つ
く
こ
と
は
組
合
員
に
と
っ

て
初
め
か
ら
了
解
事
項
だ
っ
た
し
、
事
実
生
協
が
流
通
業
に
お
け
る
価
格
破
壊
効
果
を
持
っ
た
こ

と
は
一
度
も
な
い
。

❖
11 

植
物
型
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
は
固
定
店
舗
を
構
え
、
顧
客
を
そ
の
場
に
移
動
さ
せ
る
よ
う

な
商
業
の
形
態
、
こ
れ
に
対
し
て
動
物
型
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
は
、
行
商
や
配
達
の
よ
う
な
事
業

者
の
ほ
う
が
移
動
す
る
商
業
の
形
態
を
い
う
。
店
舗
を
固
定
す
る
よ
う
な
商
行
為
の
歴
史
は
近
世

以
降
の
も
の
で
あ
り
、
比
較
的
新
し
い
。
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職
員
の「
谷
間
」に
落
ち
込
ん
で
、
ど
ち
ら
か
ら
も
問
題
化
さ
れ
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
組
合
員
女
性
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
女

性
と
の
あ
い
だ
の
世
帯
収
入
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
も

デ
ー
タ
の
入
手
は
困
難
だ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
つ
の
傍
証
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
女
性
の
組
合
員
加
入
比
率
を
調
べ
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
生
協
を
職
場

と
す
る
パ
ー
ト
女
性
は
、
事
後
的
に
組
合
員
加
入
を
し
て
い
る
蓋
然
性
が
高

い
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
も
証
明
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
少
な

く
と
も
、
生
協
側
の
経
営
戦
略
と
し
て
は
、
組
合
員
女
性
に
就
労
機
会
を
与

え
る
と
い
う
意
図
か
ら
パ
ー
ト
導
入
を
図
っ
た
と
は
思
え
な
い（
そ
れ
な
ら
、
募

集
対
象
を
組
合
員
に
限
定
す
る
な
ど
の
条
件
を
つ
け
た
は
ず
で
あ
る
）。
パ
ー
ト
導
入
の
時

期
に
も
よ
る
が
、
多
く
は
八
〇
年
代
に
進
行
し
た
経
営
リ
ス
ト
ラ
と
パ
ー
ト

導
入
期
に
お
い
て
は
、（
1
）組
合
員
の
あ
い
だ
の
就
労
圧
力
は
ま
だ
十
分
に

高
く
な
く
、
ま
た
た
と
え
就
労
圧
力
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、（
2
）そ
の
当
時
、

相
対
的
に
高
学
歴
の
組
合
員
女
性
に
と
っ
て
、
生
協
が
提
供
す
る
パ
ー
ト
就

労
と
、
彼
女
た
ち
が
求
め
る
就
労
機
会
と
の
あ
い
だ
に
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
が

あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
組
合
員
労
働
の
無
償
性
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
組
合
員

は
パ
ー
ト
と
の
差
異
化
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
労
働
の
無
償
性
に
固
執
し
た
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
賃
金
と
労
働
の
価
値
と
の
あ
い
だ
に
、
奇

妙
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
生
ま
れ
る
。
理
事
や
総
代
の
よ
う
な
責
任
の
あ
る
労
働

だ
か
ら
こ
そ
、
無
償
で
や
り
と
げ
る
必
要
が
あ
り
、
逆
に
パ
ー
ト
は
無
責
任

パ
ー
ト
労
働
者
の
処
遇
に
お
い
て
は
、
生
協
も
ま
た
同
じ
時
期
の
家
父
長

的
な
企
業
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
生
協
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
導
入
の
プ
ロ
セ
ス
、
そ
の
雇
用
条
件
や
賃
金
設
定
の
戦
略
等
に
つ
い
て

は
、
前
述
の「
中
期
計
画
」で
は
、「
パ
ー
ト
賃
金
は
地
域
の
市
場
賃
金
で
決

ま
る
要
素
が
強
い
」﹇
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会2001: 14

﹈と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に

続
け
て
、
し
た
が
っ
て「
一
挙
に
公
正
な
処
遇
を
め
ざ
す
こ
と
は
む
ず
か
し

い
」と
す
る
の
は
、
パ
ー
ト
差
別
の
不
当
さ
を
一
方
で
は
自
覚
し
て
い
な
が

ら
、
性
差
別
的
な
労
働
市
場
に
お
け
る
賃
金
格
差
に
生
協
も
ま
た
便
乗
し
た
、

と
い
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
パ
ー
ト
の
導
入
は
女
性
組
合
員
に
と
っ
て
は
ど
う
い
う
意
味
を

持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?　
こ
こ
で
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
は
階
層
要

因
で
あ
る
。
八
〇
年
代
は
主
婦
の
階
層
分
解
が
急
速
に
進
行
し
た
時
代
で
も

あ
っ
た
。
育
児
に
専
従
す
る
た
め
に
余
儀
な
く
職
場
を
離
れ
た
多
く
の
女
性

の
う
ち
、
育
児
期
が
終
わ
っ
た
後
も
専
業
主
婦
に
と
ど
ま
っ
た
女
性
と
職
場

に（
不
利
な
条
件
で
）復
帰
し
た
女
性
と
を
分
岐
さ
せ
る
最
大
の
変
数
は
、
夫
の

収
入
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
済
動
機
と
い
う
ミ
も
フ
タ
も
な
い
現
実
の
前
で
、

ポ
ス
ト
育
児
期
に
な
っ
て
も
専
業
主
婦
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
特
権
へ
と
変

化
し
た
。

こ
こ
で
組
合
員
女
性
と
パ
ー
ト
就
労
女
性
と
の
あ
い
だ
に
、
階
層
差
が
あ

る
と
仮
定
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
組
合
員
は
、
自
分
の
属
す
る
生
協
に

パ
ー
ト
で
出
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
階
層
の
女
性
だ
っ
た
、
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
?　
言
い
か
え
れ
ば
生
協
の
パ
ー
ト
労
働
者
問
題
は
、
組
合
員
と
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た
な
い
こ
れ
ら
の
報
酬
は
、
第
一
に
組
合
員
の
労
働
が
そ
れ
な
し
に
は
成
り

立
た
な
い
ア
ン
ペ
イ
ド・ワ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
へ
の
認
識
が
高
ま
っ
た
こ
と

か
ら
来
て
お
り
、
第
二
に
、
そ
れ
が「
賃
労
働
」で
は
な
い
こ
と
の
証
明
の

た
め
に
、
賃
労
働
よ
り
低
い
水
準
の
報
酬
に
抑
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
で
は

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
誕
生
し
、
急
速
に
普
及
す
る
。
も
と
も
と
消

費
生
活
協
同
組
合
で
あ
っ
た
も
の
に
、
生
産
者
協
同
組
合
も
し
く
は
労
働
者

協
同
組
合
に
あ
た
る「
新
し
い
働
き
方
」が
登
場
し
た
こ
と
は
、「
消
費
」と「
生

産
」の
分
断
を
の
り
こ
え
る
画
期
的
な
動
き
だ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
生
協
の
組

織
構
造
の
も
と
に
、「
活
動
」と「
労
働
」の
は
ざ
ま
に「
有
償

0

0

の
活
動

0

0

」と
い
う

ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

初
期
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
ほ
ぼ
生
協
の
傘
の
も
と
で
成

立
し
か
つ
継
続
し
た
。
生
協
の
店
舗
や
売
り
場
、
配
送
事
業
の
委
託
、
パ
ン

や
総
菜
づ
く
り
な
ど
、
食
べ
も
の
生
協
の
も
と
で
の
活
動
に
限
定
さ
れ
て
い

た
。 
天
野
正
子
の
事
例
研
究
で
い
ち
や
く
有
名
に
な
っ
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ

レ
ク
テ
ィ
ブ「
凡
」は
、
生
協
の
安
全
な
食
材
を
使
っ
た
加
工
食
品
を
事
業
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ト
時
は
地
域
最
低
賃
金
を
割
る
時
給
で
、
理
念

先
行
型
の
事
業
で
あ
っ
た
も
の
が
、
や
が
て
経
営
が
安
定
す
る
に
つ
れ
、
分

配
金
が
増
え
て
、
地
域
水
準
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
成
立

9

な
時
間
労
働
だ
か
ら
こ
そ
、
有
償
と
な
る
。
こ
こ
で
は
無
償
性
は
、
逆
説
的

に
労
働
の
価
値
の
担
保
と
な
る
。

こ
の
事
情
は
過
渡
期
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
似
て
い
る
。
リ
サ
イ
ク
ル

や
家
事
支
援
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
は
、
し
だ
い
に
収
益
を
あ
げ
、
有

償
化
へ
の
道
を
歩
み
始
め
て
い
た
が
、
彼
ら
の
設
定
す
る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
報
酬
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
共
通
し
て
地
域
最
低
賃
金
を
下
回
る
よ
う

に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ト
に
出
れ
ば
最
低
限
保
証
さ
れ
る
賃

金
を
下
回
る
こ
と
で
、
パ
ー
ト
に
出
る
ほ
か
な
い
階
層
を
暗
黙
裡
に
排
除
し
、

「
カ
ネ
の
た
め
で
は
な
い
」と
い
う「
自
発
性
」を
担
保
す
る
も
の
が
、
こ
の
低

価
格
の
設
定
だ
っ
た
。
利
用
者
か
ら
の「
あ
り
が
と
う
」は
、
こ
の
低
価
格
を

補
償
す
る
も
の
と
し
て
、「
や
り
が
い
」の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
た
。

こ
う
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で
一
時
、
皮
肉
な
現
象
が
起
こ
っ
た
。
ど

う
し
て
も「
自
発
的
な
」メ
ン
バ
ー
の
や
り
く
り
だ
け
で
事
業
が
ま
わ
ら
な
い

時
間
帯
に
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
を
余
儀
な
く
入
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ

の
と
き
の
賃
金
水
準
が
、
メ
ン
バ
ー
の
報
酬
よ
り
高
い
、
と
い
う
事
態
が
発

生
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
も
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
メ
ン
バ
ー
と
、
パ
ー

ト
雇
用
者
と
の
あ
い
だ
の
賃
金
の
逆
転
現
象
は
、
か
え
っ
て
メ
ン
バ
ー
の
労

働
の「
責
任
」と「
価
値
」の
証
明
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

同
じ
時
期
に
組
合
員
活
動
の
部
分
的
な
有
償
化
が
進
行
し
た
こ
と
は
、
示

唆
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
く
て
も
負
担
の
多
い
組
合
員
活
動
に
対
し
て
、
は

じ
め
は
会
議
参
加
の
交
通
費
、
さ
ら
に
役
職
者
へ
の
手
当
が
、
少
額
な
が
ら

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
時
間
給
換
算
す
れ
ば
最
低
賃
金
に
も
満
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N　
P　
O
の
な
か
で
も
強
い
財
政
的
基
盤
を
持
つ
特
権
的
な
N　
P　
O
と
な
っ
た
。

介
護
保
険
は
生
協
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て
、
経

営
上
の
転
換
を
促
し
た
。
ま
ず
第
一
に
、
保
険
指
定
事
業
所
へ
の
参
入
に
つ

い
て
、
政
府
は
生
協
の
介
護
事
業
の
員
外
利
用
制
限
を
は
ず
す
と
い
う
制
度

的
な
措
置
を
と
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
保
険
開
始
に
あ
た
っ
て
、
サ
ー

ビ
ス
の
供
給
が
需
要
に
追
い
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
た
か
ら
で
、

そ
れ
ま
で
の
生
協
活
動
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
考
え
れ
ば
、
ま
こ
と

に
ご
都
合
主
義
的
と
い
う
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
措
置
は
、

生
協
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
拡
大
に
と
っ
て
追
い
風
と
な
っ
た
。
第
二
に
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
多
く
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
ワ
ー

カ
ー
の
募
集
に
あ
た
っ
て
組
合
員
の
限
定
を
は
ず
し
た
。
そ
の
結
果
、
福
祉

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
生
協
本
体
に
対
し
て
相
対
的
な
自
律
性

を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

自
ら
出
資
金
を
出
し
て
ま
で
働
く
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
理

念
上
、
労
働
者
の
経
営
参
加
が
前
提
だ
か
ら
、
雇
用
労
働
と
違
っ
て
強
制
性

と
搾
取
性
を
持
た
な
い
。
余
剰
が
出
れ
ば
そ
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
集
団
に

よ
る
自
己
決
定
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
介
護
報
酬
そ
の
も
の
が
低
く
お
さ

え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
余
剰
を
問
題
に
す
る
余
地
す
ら
な
い
が
、
介
護

保
険
以
後
は
余
剰
金
を
出
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
税
金
を
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
業
体
す
ら
あ
ら
わ
れ
た
。
だ
が
、
現
実
に
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
も
、
介
護
労
働
の
地
域
市
場
価
格
に
見
合
っ
た
賃

金
設
定
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
展
開
し
て
い
く
に
つ

れ
、
生
協
か
ら
自
立
す
る
た
め
の
条
件
が
と
と
の
う
よ
う
に
な
っ
た
。
福
祉

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
も
ス
タ
ー
ト
時
は
、
地
域
最
低
賃
金
以
下
の
、

い
わ
ば
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
価
格
で
あ
っ
た
も
の
が
、
介
護
保
険
の
導
入
で

い
っ
き
ょ
に
経
営
的
に
安
定
し
て
き
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
生
協
の
新
し
い
事

業
部
門
と
し
て
、
生
協
に
貢
献
す
る
稼
ぎ
手
と
さ
え
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
メ
ン
バ
ー（
以
下
、
ワ
ー
カ
ー
と
呼
ぶ
）の
賃
金

水
準
は
ど
う
や
っ
て
決
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
パ
ー
ト
と
同
じ
く
、

「
地
域
労
働
市
場
の
相
場
賃
金
」と
い
う
機
制
が
働
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
介

護
保
険
と
い
う
歴
史
的
な
条
件
の
も
と
に
お
け
る
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
の
事
例
に
則
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

介
護
保
険
以
前
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
多
く
は
、
有
償

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
価
格
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
1
）パ
ー
ト
に
出
ざ
る

を
え
な
い
経
済
階
層
の
女
性
を
結
果
と
し
て
排
除
し
、（
2
）低
報
酬
に
よ
っ

て
自
発
性
と
労
働
の
価
値
と
を
担
保
し
、（
3
）そ
の
見
返
り
に
利
用
者
の

「
感
謝
」を「
見
え
な
い
報
酬
」と
し
て
評
価
し
、
他
方
で（
4
）ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

性
に
よ
っ
て
労
働
の
質
と
責
任
を
問
わ
れ
ず
に
す
む
言
い
訳
と
し
て
き
た
。

だ
が
、
介
護
保
険
は
、
福
祉
労
働
の
景
色
を
一
変
さ
せ
た
。
身
体
介
護・

家
事
援
助
と
格
差
は
あ
る
も
の
の
、
相
対
的
に
高
め
の
公
定
価
格
の
設
定
と
、

ヘ
ル
パ
ー
の
資
格
化
と
い
う
条
件
を
と
も
な
っ
て
、
介
護
労
働
は
平
均
的
な

パ
ー
ト
賃
金
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
市
場
の
パ
イ
の
拡
大

と
保
険
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
介
護
保
険
に
参
入
し
た
福
祉
N　
P　
O
は
、
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ア
感
覚
」で
出
発
し
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、（
1
）介
護
保
険
に

と
も
な
う
責
任
の
増
大
と
、（
2
）「
労
働
」へ
の
変
化
に
抵
抗
を
示
し
た
。
こ

こ
で
は
賃
金
の
低
さ
こ
そ
が
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
性
」（
労
働
の
無
償
性
と
活
動
の
自

発
性
）の
担
保
で
あ
り
、
市
場
価
格
を
受
け
取
れ
ば
、
た
だ
の
サ
ー
ビ
ス
労
働

者
と
な
っ
て
し
ま
う
。
と
り
わ
け
、
家
事
サ
ー
ビ
ス
へ
の
社
会
的
評
価
の
低

さ
か
ら
、
家
事
援
助
の
サ
ー
ビ
ス
労
働
者
は
、「
家
政
婦
さ
ん
扱
い
」さ
れ
て

き
た
。
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
ワ
ー
カ
ー
た
ち
は
、
こ
の「
家

政
婦
さ
ん
扱
い
」に
大
き
な
抵
抗
を
示
し
た
。
報
酬
の
低
さ
を
利
用
者
の
感

謝
で
補
償
す
る
こ
と
こ
そ
、
彼
女
た
ち
の
階
層
的
な
プ
ラ
イ
ド
の
た
め
の
選

択
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

だ
が
、
実
際
に
は
理
念
先
行
型
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
、

介
護
保
険
後
は
、
非
熟
練
パ
ー
ト
よ
り
相
対
的
に
有
利
な
職
場
と
し
て
参
入

し
て
く
る
新
規
の
ワ
ー
カ
ー
た
ち
が
い
る
。
彼
ら・彼
女
ら
は
組
合
員
で
さ

え
な
い
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
た
。
も
し
福
祉
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
が
、
I　
T
労

働
者
や
医
療
関
係
者
の
よ
う
に
、
一
種
の
専
門
職
パ
ー
ト
と
見
な
さ
れ
る
程

度
の
水
準（
時
給
一
八
〇
〇
―
二
五
〇
〇
円
程
度
）に
届
け
ば
、
階
層
要
因
は
逆
向
き

に
、
つ
ま
り
高
経
済
階
層
の
就
労
を
促
進
す
る
方
向
に
働
く
だ
ろ
う
。
そ
う

な
れ
ば
、
福
祉
労
働
は
社
会
的
評
価
も
高
く
、
報
酬
も
有
利
な
、
専
門
職
の

一
種
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
な
る
可
能
性
は
低
い12

❖

。

生
協
本
体
に
と
っ
て
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
増
殖
す
る
異

型
細
胞
、
つ
ま
り
ガ
ン
の
ご
と
き
存
在
だ
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
つ

ま
り
自
ら
が
生
み
出
し
な
が
ら
、
自
己
免
疫
系
を
破
壊
す
る
こ
と
で
、
生
命

（
1
） 介
護
労
働
の
公
定
価
格
の
う
ち
、
介
護
保
険
施
行
後
の
利
用
が
低
料
金

の「
家
事
援
助
」（
二
〇
〇
三
年
以
降
は「
生
活
援
助
」）に
集
中
し
、
実
際
に
賃
金

を
上
げ
る
こ
と
が
む
づ
か
し
い
。

（
2
） 「
家
事
援
助
」が「
身
体
介
護
」に
く
ら
べ
て
低
料
金
に
設
定
さ
れ
た
こ

と
そ
の
も
の
に
、「
家
事
は
女
な
ら
誰
で
も
で
き
る
」非
熟
練
労
働
で

あ
る
、
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
が
影
響
し
て
い
る
。

（
3
） 事
実
、
生
協
系
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ
の
多
く
は
、「
主
婦
感
覚
」で「
家
事

援
助
」に
関
わ
っ
て
お
り
、
専
門
性
の
認
識
や
自
己
評
価
が
高
く
な
い
。

（
4
） そ
う
は
言
っ
て
も
、
競
合
す
る
他
の
事
業
体（
公
営
ヘ
ル
パ
ー
や
民
間
企
業
等
）

と
比
べ
て
、
労
働
力
移
動
の
可
能
性
を
考
え
る
と
、
地
域
相
場
以
下
に

低
く
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

民
間
企
業
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
水
準
は
時
給
一
三
〇
〇
〜
一
五
〇
〇

円
程
度
、
労
働
の
配
分
や
密
度
を
考
え
れ
ば
け
っ
し
て
高
い
と
は
言
え
な
い

が
、
地
域
最
低
賃
金
水
準
は
軽
く
ク
リ
ア
し
て
い
る
。
初
期
に
最
低
賃
金
以

下
で
ス
タ
ー
ト
し
た
多
く
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
も
、
介
護

保
険
以
後
は
時
給
九
〇
〇
〜
一
二
〇
〇
円
水
準
を
達
成
す
る
よ
う
に
な
り
、

非
熟
練
パ
ー
ト
の
賃
金
水
準
を
脱
し
て
い
る
。

こ
こ
で
階
層
要
因
は
ど
の
よ
う
に
働
い
た
だ
ろ
う
か
。
介
護
保
険
施
行
に

あ
た
っ
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
各
地
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
の
多
く
が
、
保
険
指
定
事
業
所
に
名
の
り
を
あ
げ
る
か
ど
う
か

に
、
迷
い
を
示
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
主
婦
の「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
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パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
差
別
賃
金
を
、「
半
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
」と
名

づ
け
た
の
は
、 

前
田
陽
子
で
あ
る13

❖

。
の
ち
に
こ
の
用
語
は
、
朝
日
新
聞
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト 

竹
信
三
恵
子
を
通
じ
て
人
口
に
膾か
い
炙し
ゃ
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
卓
抜
な
用
語
を
使
え
ば
、
こ
の
第
三
期
に
、
生
協
の
労
働
は
、
組
合
員

の
ア
ン
ペ
イ
ド・ワ
ー
ク
、
パ
ー
ト
お
よ
び
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の

半
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
、
そ
し
て
正
規
雇
用
の
専
従
職
員
の
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
か
ら

な
る
三
重
構
造
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

正
確
に
い
え
ば
、 

前
田
の
い
う「
半
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
」は
、
生
活
ク
ラ
ブ
内

の
組
合
員
の「
有
償
の
諸
活
動
」を
指
し
て
い
た
。
こ
の
概
念
が
急
速
に
普
及

し
た
の
は
、
い
わ
ば
身
分
差
別
と
い
う
ほ
か
な
い
パ
ー
ト
等
の
差
別
賃
金
を

言
い
当
て
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、「
半
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
」は
、

両
者
を
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
ー
カ
ー

ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ「
活
動
」を
パ
ー
ト「
労
働
」と
比
較
可
能
に
す
る
道
を
拓

い
た
。

組
織
と
し
て
の
生
協
は
互
い
を
模
倣
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
日
生
協
は
生

活
ク
ラ
ブ
系
生
協
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
導
入
し
つ
つ
あ
っ
た

時
期
に
こ
れ
を
模
倣
し
な
か
っ
た
。
反
対
に
生
活
ク
ラ
ブ
系
の
生
協
は
、
日

生
協
系
の
生
協
が
パ
ー
ト
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
っ
た
時
期
に
、
そ
れ
に

追
随
し
な
か
っ
た14

❖

。
代
わ
り
に
彼
ら
が
創
設
し
た
の
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
で
あ
る15

❖

。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
労
働
者
自
主
管
理
型

労
働
の
フ
レ
ッ
ク
ス
化
と
組
織
再
編

10

体
本
体
を
変
え
る
力
を
持
っ
た
新
し
い
生
命
組
織
な
の
で
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
た
ち
は
、
経
営
と
事
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に

つ
け
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
猛
烈
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
み
に
仕
事
に

献
身
し
て
い
る
。
も
し
、
生
協
組
織
が
、
そ
の
活
動
の
一
部
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
て
い
く
パ
ー
ト
ナ
ー
に
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
を
選
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
際
、
専
従
職
員
と
の
競
合
は
避
け
ら
れ
な
い
。
成

長
し
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
生
協
パ
ー
ト
職
員
の
賃
金
水
準

を
す
で
に
超
え
、
さ
ら
に
労
働
の
ク
ォ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
も
パ
ー
ト
に
比
べ

て
、
は
る
か
に
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
す
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
こ
と
は
、
専
従
職
員
と
の
比
較
に
お
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
職
員
組
織
の「
参
入
障
壁
」で
あ
る
。

日
本
型
企
業
に
合
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
職
員
組
織
は
、
容
易
に
参
入・

移
行
を
許
さ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
参
入
障
壁
こ
そ
が
、
パ
ー
ト
雇
用
と
の
賃

金
差
別
を
正
当
化
し
て
い
る
。
先
述
の『
女
性
職
員
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
調
査
』は
、

「
女
性
パ
ー
ト
の
増
大・
戦
力
化・
基
幹
化
」を
め
ざ
し
て「
正
規
と
パ
ー
ト
の

行
き
来
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」﹇
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会2003a: 114

﹈こ
と
を

提
言
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
わ
た
し
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
の
メ
ン
バ
ー
と
、
正
規
雇
用
の
職
員
、
さ
ら
に
パ
ー
ト
の
あ
い
だ
の
ジ
ョ

ブ・カ
テ
ゴ
リ
ー
の
移
動
が
も
っ
と
自
由
に
な
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
が
、

こ
の「
提
言
」は
、
か
ん
た
ん
に
は
実
現
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の

た
め
に
は
、
職
員
の
正
規
雇
用
を
守
っ
て
き
た
労
働
組
織
そ
の
も
の
の
大
胆

な
組
み
替
え
が
、
不
可
避
だ
か
ら
で
あ
る
。
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﹇
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会2003b: 13

﹈し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
が
採
用
し
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
の
よ
う
な「
新
し
い
働
き
方
」は
、
目
前
の
現
金
収
入
に
こ
だ
わ
ら

な
く
て
も
す
む
経
済
階
層
に
だ
け
許
さ
れ
た
ぜ
い
た
く
な
実
験
だ
っ
た
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
泥
つ
き
の
野
菜
を
ト
ラ
ッ
ク
で
運
搬
し
て
販
売
す
る
と

い
う「
汚
れ
仕
事
」を
、
地
域
最
低
賃
金
以
下
の
低
賃
金
で
高
経
済
階
層
の
女

性
が
担
う
に
は
、「
理
念
」と
い
う
名
の
付
加
価
値
が
必
要
だ
っ
た
。
労
働
の

自
主
管
理
と
い
う「
経
営
参
加
」が
、
さ
ら
に
主
体
性
を
担
保
す
る
。
だ
が
、

の「
新
し
い
働
き
方
」と
し
、
担
い
手
の
主
体
性
を
積
極
的
に
引
き
出
す
よ
う

に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
担

当
し
た
の
は
、
他
の
生
協
で
な
ら
パ
ー
ト
が
担
っ
た
よ
う
な
定
型
的
な
業
務

（
配
送
や
販
売
、
食
品
加
工
な
ど
）の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
パ
ー

ト
労
働
の
機
能
的
等
価
物
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
労
働
市
場
の

マ
ク
ロ・ト
レ
ン
ド
の
文
脈
の
も
と
で
は
、
両
者
は
同
じ
労
働
の
フ
レ
ッ
ク

ス
化
の
異
な
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
同
じ

時
期
に
組
合
員
女
性
の
あ
い
だ
に
就
労
圧
力
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
フ
レ
ッ
ク
ス
化
へ
の
対
応
が
、
ふ
た
つ
の
異
な
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に

分
か
れ
、
そ
の
あ
い
だ
に
時
差
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
説
明
が
与
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
わ
た
し
の
採
用
す
る
説
明
変
数
は
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
加
え
て
階
層
要
因
で
あ
る
。

日
生
協
系
の
生
協
の
組
合
員
は
、
パ
ー
ト
に
出
る
こ
と
に
対
し
て
よ
り

抵
抗
の
少
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
就
労
圧
力
の
よ
り
高
い
相
対
的
に
低
経

済
階
層
の
女
性
だ
っ
た
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
仮
説
で
あ
る
。
事
実
、
日

生
協
連
に
よ
る『
二
〇
〇
三
年
版
全
国
生
協
組
合
員
意
識
調
査
報
告
書
』は
、

一
九
九
七
年
に
実
施
し
た
同
種
の
調
査
と
比
較
し
て
、「
組
合
員
所
得
の
減

少
く
っ
き
り
」﹇
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会2003b: 12

﹈と
報
告
し
て
い
る
。
年
収

六
〇
〇
万
円
ま
で
の
所
得
階
層
が
五
〇
%
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
は
同
年
の

平
均
世
帯
年
収
六
六
〇
万
円
を
下
回
っ
て
い
る
。
二
〇
代
、
三
〇
代
で
は
、

こ
の
階
層
が
そ
れ
ぞ
れ
七
四
%
、
五
二
%
と
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
う
も
う

ひ
と
つ
の
変
化
は「
三
〇
代
、
四
〇
代
で
パ
ー
ト
就
労
す
る
組
合
員
が
増
加
」

❖
12 「
諸
般
の
理
由
」の
う
ち
、
も
っ
と
も
可
能
性
が
高
い
の
は
外
国
人
福
祉
労
働
力
の
導
入
で

あ
る
。
地
域
最
低
賃
金
を
下
回
る
条
件
で
も
働
く
こ
と
に
同
意
す
る
人
々
が
登
場
す
れ
ば
、
福
祉

労
働
の
市
場
価
格
破
壊
が
起
き
る
こ
と
は
容
易
に
予
測
で
き
る
。

❖
13  

前
田
陽
子
は
生
活
ク
ラ
ブ
神
奈
川
生
協
組
合
員
、
神
奈
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
動
か
ら
立
候

補
し
て
現
在
鎌
倉
市
市
議
。「
半
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
」の
初
出
は
一
九
九
六
年
の 

前
田
陽
子「
半
ペ
イ

ド
ワ
ー
ク
考
」（『
ア
ン
ペ
イ
ド・
ワ
ー
ク　

新
し
い
公・
共
圏
を
つ
く
る
政
策・
制
度
研
究
会
情
報

誌
』2
号
）で
あ
る
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
本
人
か
ら
証
言
を
得
た
。

❖
14 

後
発
の
生
活
ク
ラ
ブ
系
生
協
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
で
は
わ
ず
か
な
時
差
を
と
も
な
っ
て
両

者
が
混
在
し
て
い
る
。
す
で
に
他
生
協
の
経
験
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
後
に
ス
タ
ー
ト
し
た
後
発

生
協
で
は
、
先
行
事
例
に
追
随
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

❖
15 

亀
田
篤
子
の
教
示
に
よ
る
。
本
章
の
も
と
に
な
っ
た
旧
稿﹇
上
野2004a; 2006b

﹈で
は
、

時
期
区
分
を
パ
ー
ト
導
入
期
／
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
成
立
期
と
時
間
的
に
配
列
し
て
い

た
が
、
そ
れ
は
わ
た
し
が
も
っ
と
も
よ
く
事
例
と
し
て
知
っ
て
い
る
九
州
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
を

念
頭
に
お
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
事
後
的
に
考
え
れ
ば
、
パ
ー
ト
導
入
／
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
成
立
と
は
時
期
的
な
区
分
で
は
な
く
、
経
営
戦
略
上
の
類
型
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
グ

リ
ー
ン
コ
ー
プ
は
両
者
の
混
合
型
で
あ
る
。
だ
が
、
各
生
協
の
類
型
別
の
分
化
に
つ
い
て
は
、
別

途
、
説
明
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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様
性
が
あ
る
。
首
都
圏
の
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
の
設
立
を
積
極
的
に
支
援
し
な
が
ら
、
生
協
本
体
と
の
距
離
を
維
持
し
て

い
る
。
北
海
道
で
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
生
協
か
ら
な
ん
の
支

援
も
受
け
て
い
な
い
。
九
州
の
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
で
は
、
生
協
が
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
設
立
に
関
与
し
共
同
経
営
を
謳
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
経

営
権
に
参
加
す
る
こ
と
に
対
し
て
警
戒
的
で
あ
る
。
千
葉
で
は
積
極
的
に

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
解
散
を
促
し
て
介
護
を
生
協
の
直
営
事
業

に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
対
応
の
違
い
こ
そ
、
育
ち
つ
つ
あ
る
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
位
置
づ
け
に
対
し
て
生
協
が
困
惑
を
示
し
た
こ

と
の
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
生
協
に
お
け
る
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
拡
大
は
、

組
合
員
の
労
働
参
加
を
通
じ
て
、
組
合
員
と
職
員
の
分
離
に
も
と
づ
く
二
重

構
造
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
生
協
を
、
実
質
的
な
組
合
員
主
権
に
変
え
る
契

機
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
協
が「
活
動
」と「
労
働
」の
一
致

と
い
う
創
設
期
の
理
念
に
、
ひ
と
ま
わ
り
し
て
回
帰
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

だ
が
今
度
は
、
外
か
ら
や
っ
て
き
た
男
性
活
動
家
と
い
う
創
設
者
た
ち
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
ら
が
そ
の
内
部
で
育
て
た
女
性
組
合
員
自
身
の
手
に

よ
っ
て
…
…
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う「
異
型
細
胞
」が
、

「
労
働
」と
し
て
は
パ
ー
ト
と
比
較
可
能
な
位
置
づ
け
を
持
ち
な
が
ら
、「
活

動
」と
し
て
は
パ
ー
ト
と
比
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
組
織
構
造
上
の
重
要

性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
生
協
に
と
っ
て
は
、

こ
こ
で
も
生
協
本
体
か
ら
の「
委
託
」と
い
う
外
注
形
式
の
も
と
で
は
、「
経

営
」の
範
囲
は
最
初
か
ら
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

パ
ー
ト
型
と
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
型
の
分
化
に
は
、
ふ
た
つ
の

生
協
の
組
織
戦
略
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
生
協
は
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
採
用
を
た
め
ら
っ
た
が
、
そ
れ
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ

ク
テ
ィ
ブ
と
い
う「
異
型
細
胞
」が
組
織
の
内
部
に
誕
生
す
る
こ
と
に
対
す
る

危
惧
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
、
内
部
の
関
係
者
の
証
言
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

事
実
、
パ
ー
ト
の
導
入
は
雇
用
関
係
を
ゆ
る
が
さ
な
い
ば
か
り
か
、
職
員
組

織
の
優
位
を
維
持
す
る
効
果
が
あ
る
。
見
て
き
た
よ
う
に
パ
ー
ト
の
導
入
に

よ
っ
て
職
員
の
女
性
比
率
は
高
ま
る
が
、
正
規
雇
用
の
優
位
は
動
か
ず
、
そ

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
比
も
変
化
し
な
い
。
賃
金
の
う
え
で
は
ペ
イ
ド
／
半
ペ
イ
ド

／
ア
ン
ペ
イ
ド
の
三
重
構
造
が
成
立
し
て
も
、
組
織
構
造
の
う
え
で
は
職
員

／
組
合
員
の
二
重
構
造
は
温
存
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
日
生
協
系
の
生
協
の

ほ
う
が
、
よ
り
性
差
別
的
な
保
守
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

他
方
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
そ
れ
を
採
用
し
た
生
活
ク
ラ
ブ

系
生
協
に
と
っ
て「
獅
子
身
中
の
虫
」と
な
っ
た
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
の
活
動
は
、「
活
動
」と「
労
働
」の
分
離
を
踏
み
越
え
、
ペ
イ
ド
ワ
ー

ク
に
対
す
る
半
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
の
不
当
性
を
問
題
化
す
る
根
拠
を
与
え
た
か

ら
で
あ
る
。

こ
の「
異
型
細
胞
」が
生
協
の
組
織
構
造
の
う
え
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け

を
獲
得
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
答
が
出
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
事
実
、

各
生
協
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
に
は
、
多
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利
の
事
業
体
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で「
生
産
」と

「
消
費
」、「
労
働
」と「
生
活
」の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
当
に
よ
っ
て
、
不
問
に
付
さ

れ
て
き
た
生
協
の
労
働
問
題
は
、
よ
う
や
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
る
べ
き
内

発
的
な
契
機
を
持
つ
に
い
た
っ
た
。

労
働
の
フ
レ
ッ
ク
ス
化
の
趨
勢
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
も
と
で
、
正
規
雇
用
を
守
れ
、
と
い
う
か
け
声
は
、
も
は
や
反

動
に
し
か
な
ら
な
い
。
す
で
に
そ
の
労
働
の
多
く
を
パ
ー
ト
に
依
存
し
て
い

る
生
協
に
と
っ
て
も
、「
パ
ー
ト
を
す
べ
て
正
規
雇
用
に
変
え
よ
」と
い
う
標

語
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
時
代
錯
誤
に
す
ぎ
な
い
。
労
働
の
フ
レ
ッ
ク
ス
化
は

O　
K
、
し
か
し
差
別
的
処
遇
は
反
対
、
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
公
正
の
立
場
に

立
つ
な
ら
、
ジ
ョ
ブ・カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
処
遇
の
格
差
が
縮
小
す
る
ほ
か
な

い
。
逆
に
、
ジ
ョ
ブ・
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
処
遇
格
差
が
縮
小
す
れ
ば
、
そ
の

あ
い
だ
の
移
動
障
壁
も
低
く
な
る
だ
ろ
う
。
女
性
組
合
員
の
労
働
力
化
と
い

う「
内
圧
」が
高
ま
る
に
つ
れ
、
生
協
組
織
は
い
や
お
う
な
く
、
組
織
の
再
編

を
迫
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
予
見
で
あ
る
。

パ
ー
ト
の
導
入
は「
事
件
」で
は
な
い
が
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の

設
立
は「
事
件
」だ
っ
た
の
だ
。「
活
動
」と「
労
働
」の
こ
の
両
義
性
は
、
担
い

手
自
身
に
よ
っ
て
も
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
義
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ「
活
動
」は
、
パ
ー
ト「
労
働
」と
は
違
う
と
い

う「
反
動
」も
起
き
る16

❖

。

生
協
は
社
会
の
真
空
地
帯
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
上
に
見
た
よ

う
に
、
生
協
と
い
う
組
織
も
ま
た
、
労
働
組
合
の
共
犯
関
係
か
ら
な
る
家
父

長
的
な
労
働
組
織
を
つ
く
り
あ
げ
、
結
果
と
し
て
構
造
的
に
女
性
を
排
除
し
、

さ
ら
に
流
通
革
命
の
時
期
に
は
他
の
流
通
業
と
同
様
に
女
性
パ
ー
ト
を
差
別

賃
金
で
導
入
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
も
と
づ
い
た
パ
ー
ト
身
分
差
別
に
加
担
し

た
。
そ
の
点
で
は
、
生
協
と
い
え
ど
も
、
女
の
労
働
に
つ
い
て
は
少
し
も

ジ
ェ
ン
ダ
ー・
コ
ン
シ
ャ
ス
で
は
な
か
っ
た
し
、
他
の
企
業
な
み
に
性
差
別

的
な
構
造
を
温
存
し
て
き
た
。

九
〇
年
代
以
降
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、

事
情
は
変
化
し
た
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
大
き
な
変
化
は
、

組
合
員
女
性
が
生
協
労
働
の
担
い
手
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
組

合
員
は
、
い
ま
で
は
生
協
の
パ
ー
ト
に
出
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
参
加
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生

協
の
職
員
に
応
募
す
る
か
も
し
れ
な
い
階
層
の
人
々
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
第
一
に
組
合
員
と
生
協
労
働
者
と
の
階
層
格
差
が
縮
小
し
た
か
ら

で
あ
り
、
第
二
に
そ
の
あ
い
だ
に
生
協
の
事
業
体
と
し
て
の
社
会
的
地
位
が

上
昇
し
、
ま
た
中
産
階
級
の
子
弟
の
就
職
先
と
し
て
N　
P　
O
の
よ
う
な
非
営

❖
16 

た
と
え
ば
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
で「
ア
ン
ペ
イ
ド・
ワ
ー
ク
」と
い
う
概
念
を
使
わ
な
い
、

と
い
う
専
務
理
事
の
提
案
に
よ
る「
言
葉
狩
り
」が
お
こ
な
わ
れ
た
の
も
、「
活
動
」と「
労
働
」と
を

分
離
し
た
ま
ま
維
持
す
る
た
め
の
し
か
け
だ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
こ
の
提
案
に
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
が
一
定
の
支
持
を
与
え
た
の
も
、
こ
の
分
離
を
維
持
す
る
こ
と
が
、

職
員
組
織
の
利
益
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
組
合
員
自
身
に
と
っ
て
も
理
念
や
プ
ラ
イ
ド
と
い
っ
た

「
カ
ネ
で
買
え
な
い
価
値
」に
よ
っ
て
、
職
員「
労
働
」に
対
し
て
相
対
的
な
優
位
を
確
保
す
る
こ
と

が
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う﹇
上
野・ 行
岡2003

﹈。
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た
効
率
重
視
の
事
業
体
で
あ
り
労
働
組
織
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ

れ
が
一
般
企
業
と
同
じ
行
動
を
と
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
少
し
も
お
ど
ろ
く
に

あ
た
ら
な
い
、
わ
た
し
の
生
協
批
判
は
、
む
し
ろ
生
協
に
対
す
る
見
当
違
い

の
過
剰
な
期
待
か
ら
来
る
も
の
だ
、
と17

❖

。

だ
が
、
生
協
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
シ
ニ
カ
ル
な
見
方
に
わ
た
し
は
与く
み
し

な
い
。
理
由
は
第
一
に
、
生
協
自
身
が
組
合
員
主
権
や
組
合
員
民
主
主
義
を

理
念
と
し
て
掲
げ
る
団
体
だ
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
組
合
員
女
性
と
は

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
共
に
闘
う
べ
き
姉
妹
だ
か
ら
で
あ
り
、
第
三
に
、
生
協
の

変
貌
の
な
か
に
は
、
生
協
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
方
向
へ
と
内
発
的
に
導
い
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
生
協
は
自
ら
の
成
長
に
よ
っ

て
自
ら
を
食
い
や
ぶ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
包
摂
し
て
い
る
…
…
そ
れ
が
、
わ

た
し
の
関
心
を
生
協
に
つ
な
ぎ
と
め
る
理
由
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
経
営
自
主
管
理

の
理
念
を
持
っ
た
働
き
方
で
あ
る
。
思
え
ば
創
設
期
の
生
協
は
、
運
動
と
事

業
が
一
致
し
た
労
働
者
自
主
管
理
型
の
組
織
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ

の
点
で
は
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
の
理
論
的
指
導
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
石

三
修
が
、「
す
べ
て
の
生
協
業
務
を
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
へ
」と
唱

え
る
の
は
決
し
て
荒
唐
無
稽
な
標
語
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
が
い
う

通
り
、「
生
協
は
も
と
も
と
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
か
ら
」で

あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
論
述
の
な
か
で
、
わ
た
し
は「
一
般
企
業
と
比
べ
て
」「
他
の

企
業
な
み
の
」と
い
う
表
現
を
く
り
か
え
し
批
判
的
に
使
用
し
て
き
た
。
そ

の
な
か
に
は
、
協
セ
ク
タ
ー
の
生
協
に
は
、「
一
般
企
業
」と
は
異
な
っ
て
い

て
ほ
し
い
、
と
い
う
わ
た
し
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
が
生
協
に

対
し
て
過
度
に
批
判
的
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
生

協
に
対
す
る
裏
返
し
の
期
待
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
わ
た
し
の
批
判

的
な
ス
タ
ン
ス
に
対
し
て
、
反
批
判
を
寄
せ
る
人
た
ち
も
い
る
。
生
協
も
ま

ふ
た
た
び
生
協
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て

11

❖
17 

本
章
の
も
と
に
な
っ
た
上
野﹇2004a; 2006b

﹈に
対
し
て
、
読
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
感
想
の

一
部
で
あ
る
。
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「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
小
規
模
多
機
能
共
生
型
の
ケ

ア
実
践
に
つ
い
て
、
先
行
の
研
究
報
告
書
と
現
場
の
観
察
デ
ー
タ
に
も
と
づ

い
て
、
報
告
す
る
。
と
り
わ
け
共
生
型
の
効
果
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
検

証
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
、
実
際
の
面
接
調
査
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
一
次
情
報
に
も
と
づ
い
て
、
利
用
者
と
家
族
、
お
よ
び
ワ
ー
カ
ー
と
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
経
験
を
分
析
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
小
規
模
多
機
能
型
事
業

所
が
強
調
す
る「
家
族
的
な
介
護
」と
は
何
か
?　
を
検
討
す
る
が
、
そ
れ
は

利
用
者
に
と
っ
て「
よ
い
ケ
ア
」と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
で
あ

る
。
最
後
に
こ
の
よ
う
な
経
営
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
条
件
を
福
祉
経
営

か
ら
見
た「
富
山
型
」の
節
で
論
じ
る
。

二
〇
〇
五
年
の
介
護
保
険「
見
直
し
」に
と
も
な
っ
て
、
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業1

❖

は
、
一
躍
期
待
と
注
目
を
あ
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
規

介
護
保
険「
改
正
」に
お
け
る

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

2

協
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
生
協
と
な
ら
ん
で
、
住
民
参
加
型
地
域
福
祉
の
担

い
手
と
し
て
注
目
を
あ
つ
め
て
き
た
の
が
N　
P　
O
で
あ
る
。
本
章
で
は
そ
の

な
か
で
も
、
地
域
密
着
型
と
い
わ
れ
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

の
先
進
事
例
を
扱
い
、
そ
れ
を
支
え
る
労
働
と
経
営
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

最
初
に
三
年
に
一
度
の
介
護
保
険「
見
直
し
」の
う
ち
二
〇
〇
六
年
に
お
け

る
小
規
模
多
機
能
型
介
護
事
業
の
位
置
づ
け
を
論
じ
、
回
り
道
を
し
て
協
セ

ク
タ
ー
に
お
け
る
社
会
福
祉
法
人
の
位
置
を
再
論
す
る
こ
と
で
、
N　
P　
O
や

有
限
会
社
法
人
格
の
持
つ
意
味
を
確
認
し
て
お
く
。
次
に
具
体
的
な
事
例
と

し
て
、
富
山
型
小
規
模
多
機
能
共
生
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
に
、
そ
の
な

か
で
も「
富
山
型
」を
全
国
に
知
ら
し
め
た「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」を
事
例
と

し
て
と
り
あ
げ
る
。
施
設
概
要
と
歴
史
、
創
業
資
金
に
つ
い
て
見
た
あ
と
、

N
P
O
が
支
え
る

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

1

協
セ
ク
タ
ーに
お
け
る

先
進
ケ
ア
の
実
践

―
―
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
例

第
14
章
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（
1
）地
域
密
着
型
居
宅
支
援

高
齢
者
が
要
介
護
状
態
に
な
っ
て
も
、
住
み
な
れ
た
住
宅
や
地
域
を
は
な

れ
ず
に
す
む
よ
う
に
地
域
に
密
着
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

（
2
）二
四
時
間
三
六
五
日
の
切
れ
目
の
な
い
暮
ら
し
の
サ
ポ
ー
ト

通
所
型
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
基
本
に
、
必
要
に
応
じ
て
泊
ま
り（
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
）や
、
暮
ら
し（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）を
柔
軟
に
組
み
合
わ
せ
、
さ
ら
に
は
緊

急
時
や
夜
間
の
訪
問
介
護
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
二
四
時
間
三
六
五
日
、
切

れ
目
な
く
高
齢
者
の
暮
ら
し
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

（
3
）小
規
模
で
家
庭
的
な
サ
ー
ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
登
録
者
の
上
限
を
二
五
名
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の

定
員
一
五
名
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
定
員
を
九
名
と
す
る
小
規
模
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
。
し
た
が
っ
て
大
規
模
施
設
は
不
要
と
な
り
、
民
家
改
造
型

の
一
般
住
宅
の
外
観
と
内
装
を
持
っ
た
家
庭
的
な
雰
囲
気
で
の
介
護
が
可
能

と
な
る
。

こ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
高
齢
者
の
暮
ら
し
を
、
そ
の
暮
ら
し
の
場
を
変

え
な
い
で
、
あ
る
が
ま
ま
に
支
え
よ
う
と
い
う「
個
別
ケ
ア
」の
理
念
で
あ
る
。

高
齢
者
の
暮
ら
し
に「
休
日
」は
な
い
。
し
た
が
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
も

休
み
は
な
い
。
高
齢
者
が
自
分
の
住
み
な
れ
た
住
宅
と
地
域
で
、
二
四
時
間

三
六
五
日
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
―
施
設
型
の
集

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
と
は
、「
通
い
、
泊
ま
り
、
暮
ら
し
、
さ
ら
に

は
訪
問
介
護
を
含
む
複
合
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
、
多
機
能
で
小
規
模

な
介
護
事
業
」を
指
す
。
も
と
も
と
は
待
っ
た
な
し
の
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
現

場
が
柔
軟
に
対
応
す
る
な
か
で
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
社

会
的
に
認
知
さ
れ
て
制
度
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
持
っ
て
お
り
、「
民

が
官
を
変
え
た
」―
本
書
の
用
語
を
使
え
ば
、
協
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
実

践
が
先
行
し
、
官
の
制
度
化
が
あ
と
で
追
い
つ
い
た
―「
市
民
参
加
型
」福

祉
の
実
践
例
と
し
て
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る
事
例
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
先

駆
的
な
実
践
の
大
半
が
、
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て

い
る
点
に
お
い
て
も
、
協
セ
ク
タ
ー
の
果
た
す
役
割
の
大
き
い
分
野
で
あ
る
。

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
は
、
厚
労
省
が
設
置
し
た「
高
齢
者

介
護
研
究
会
」（
座
長・  堀
田
力
さ
わ
や
か
福
祉
財
団
代
表
）が
二
〇
〇
三
年
に
発
表
し

た『
2　
0　
1　
5
年
の
高
齢
者
介
護
―
高
齢
者
の
尊
厳
を
支
え
る
ケ
ア
の
確

立
へ
向
け
て
』の
な
か
で
、
は
じ
め
て
政
策
課
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
五
年
の
介
護
保
険
法
一
部
改
正
に
よ
っ
て
、「
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
」の
ひ
と
つ
で
あ
る「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
注
目
を
あ
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
制
度
化
に

あ
た
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
理
念
の
う
え
で
は
、

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
は
以
下
の
ね
ら
い
を
持
っ
て
い
る
。（
1
）

地
域
密
着
型
居
宅
支
援
、（
2
）二
四
時
間
三
六
五
日
の
切
れ
目
の
な
い
暮
ら

し
の
サ
ポ
ー
ト
、（
3
）小
規
模
で
家
庭
的
な
サ
ー
ビ
ス
、
の
三
つ
で
あ
る
。

詳
論
し
よ
う
。
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れ
ば
、
歓
迎
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
そ
し
て
政
策
の
運
用
や
修
正
に
よ
っ
て
改

善
が
図
ら
れ
る
可
能
性
の
ほ
う
を
評
価
し
た
い
。
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
は
、
も
と
も
と
N　
P　
O
な
ど
市
民
事
業
体
の
先
駆
的
な
試
行
や
実
践
の
な

か
か
ら
生
ま
れ
、
政
策
が
そ
れ
に
追
随
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
厚
労

省
が
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
制
度
化
し
た
こ
と
で
、
民
間
の
試
み
と
は
似
て
非

な
る
も
の
に
な
っ
た
。

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
は
、
最
初
か
ら
、
多
機
能
型
と
し
て
成

立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
は
、
そ
の
出
自
か
ら
見
て
以
下
の

三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

（
1
）訪
問
介
護
事
業
所
が
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
併
設
し
た
ケ
ー
ス
、（
2
）通

所
型
サ
ー
ビ
ス（
宅
老
所
や
デ
イ
ホ
ー
ム
）か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
泊
ま
り
、
居
住

へ
と
サ
ー
ビ
ス
を
拡
張
し
て
い
っ
た
ケ
ー
ス
、（
3
）認
知
症
高
齢
者
対
応

の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
、
認
知
症
者
で
な
い
高
齢
者
を
も
対
象
に
、
通
所
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
複
合
化
し
て
い
っ
た
ケ
ー
ス
、
で
あ
る
。

資
本
力
の
弱
い
市
民
事
業
体
に
し
て
み
れ
ば
、（
1
）か
ら（
3
）の
順
で
、

初
期
投
資
が
少
な
く
て
す
む
。
11
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
多
く
は
中
高
年
の

主
婦
層
を
担
い
手
と
し
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
、
訪
問
介
護
事

業
に
集
中
し
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
事
務
所
イ
ン
フ
ラ
と
人
手
さ
え
あ

団
ケ
ア
か
ら
脱
し
て
、
個
々
の
高
齢
者
の「
尊
厳
を
支
え
る
」個
別
ケ
ア
へ
、

と
い
う
理
念
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
タ
テ
マ
エ
の
理
念
の
背
後
に
あ
る
政
策
決
定
者
の
ホ
ン
ネ
に
は
、

介
護
保
険
の
利
用
抑
制
と
、
そ
の
さ
ら
に
背
後
に
あ
る
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
も
と
の
行
政
改
革
路
線
に
沿
っ
た
社
会
保
障
費
抑
制
の
意
図
が
あ
っ
た
。

介
護
保
険
の
施
行
が
、
在
宅
支
援
の
目
標
に
反
し
て
、
施
設
志
向
を
強
化
す

る「
予
期
せ
ぬ
効
果
」を
生
ん
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
フ
ラ
投

資
の
要
ら
な
い
在
宅
介
護
に
比
べ
て
、
施
設
介
護
の
コ
ス
ト
は
高
く
つ
く
た

め
、
厚
労
省
は
、
施
行
後
三
年
目
の
介
護
報
酬
改
定
で
施
設
事
業
者
の
報
酬

を
相
対
的
に
削
減
し
、
さ
ら
に
は
六
年
目
の
改
訂
で
、
在
宅
利
用
者
と
の
負

担
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
施
設
利
用
に「
ホ
テ
ル
コ

ス
ト
」を
導
入
す
る
な
ど
、
あ
の
手
こ
の
手
で
施
設
か
ら
在
宅
へ
の
誘
導
を

お
こ
な
っ
て
き
た
。
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
は
、
そ
の
よ
う
な
居
宅
支

援
の
強
化
の
一
環
で
あ
り
、
ま
た「
介
護
予
防
」と
い
う
名
称
が
示
す
よ
う
に
、

二
〇
〇
六
年
改
訂
の「
予
防
事
業
」へ
の
シ
フ
ト
の
反
映
で
あ
る
。
小
規
模
多

機
能
型
事
業
は
、
施
設
で
も
自
宅
で
も
な
い
中
間
施
設
で
、「
自
宅
で
な
い

在
宅
」（ 

外
山
義
）と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
高
齢
者
の
在
宅
を

支
援
す
る
事
業
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
政
策
の
動
機
と
理
念
と
の
あ
い
だ
に
は
ず
れ

0

0

が
あ
る
。
同
じ

よ
う
に
政
策
の
意
図
と
効
果
の
あ
い
だ
に
も
ず
れ

0

0

が
あ
る
。
何
度
も
書
い
た

よ
う
に
、
た
と
え「
不
純
な
」動
機
か
ら
つ
く
ら
れ
た
政
策
で
も
、
そ
れ
が
な

い
よ
り
は
、
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る「
意
図
せ
ざ
る
効
果
」が
あ

❖
1 「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
」は
介
護
保
険
法
の
用
語
。
他
に「
小
規
模
多
機
能
ホ
ー

ム
」「
小
規
模
多
機
能
型
デ
イ
」「
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
」「
小
規
模
型
介
護
」な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

呼
び
名
が
あ
る
。
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福
祉
医
療
機
構
内
に
設
置
さ
れ
た「
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

研
究
会
」が
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
に
発
表
し
た『
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
調
査
報
告
書
』に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
に
お
け
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
う
ち
、
N　
P　
O
の
比
率
が
五
%
を
超
す
介
護
事
業
は
、

訪
問
介
護
五・四
%
、
通
所
介
護
五・五
%
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

五・八
%
と
な
っ
て
い
る
。

狭
義
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
に
限
れ
ば
、
N　
P　
O
の
比
率
は
二・
八
%

と
低
い
が
、
他
方
で
事
業
所
そ
の
も
の
の
総
数
が
、
介
護
保
険
施
行
時
の

一
万
七
一
七
六（
二
〇
〇
〇
年
）か
ら
二
万
七
三
〇
四（
二
〇
〇
五
年
）へ
と
急
上
昇

し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
N　
P　
O
の
比
率
は
小
さ
く
て
も
、
事
業
所
数

は
増
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

福
祉
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の 

浅
川
澄
一
は
二
〇
〇
七
年
三
月
末
現
在
の
福
祉

医
療
機
構
の
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
、
全
国
事
業
所
数
五
六
〇
、
設
置
主

体
別
で
い
う
と
、
こ
の
う
ち
九・
八
%
を
N　
P　
O
が
占
め
て
い
る
こ
と
を
歓

迎
し
て
、「
N　
P　
O
法
人
と
同
様
に
、
事
業
規
模
は
零
細
だ
が
高
い
志
を
持

つ
法
人
が
多
い
有
限
会
社
と
合
わ
せ
る
と
三
分
の
一
に
達
す
る
」﹇ 

浅
川2007: 

26

﹈こ
と
を「
喜
ば
し
い
」と
評
価
す
る
。
も
っ
と
も
多
い
の
は
、
株
式
会
社

で
三
〇・
二
%
、
有
限
会
社
と
合
わ
せ
る
と
、
企
業
法
人
で
五
割
を
超
え
る
。

そ
の
う
え
で「
従
来
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
主
役
で
あ
っ
た
社
会
福
祉
法
人
は

（
中
略
）主
役
の
座
か
ら
完
全
に
降
り
た
と
見
て
い
い
」﹇ 

浅
川2007: 26

﹈と
ま
で

述
べ
る
。

れ
ば
、
訪
問
介
護
事
業
は
誰
に
で
も
始
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
周

知
の
よ
う
に
訪
問
介
護
は
待
機
時
間
や
移
動
時
間
を
含
め
れ
ば
い
ち
じ
る
し

く
労
働
効
率
が
悪
く
、
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
水
準
は
低
い
。
こ
れ
に
通
所
介
護

を
併
設
す
る
こ
と
で
、
空
い
て
い
る
人
手
を
使
え
る
だ
け
で
な
く
、
安
定
し

た
長
時
間
利
用
が
確
保
で
き
る
か
ら
、
利
益
率
は
格
段
に
あ
が
る
。
生
協
は

訪
問
介
護
事
業
所
に
併
設
し
て
、
各
地
に
デ
イ
ホ
ー
ム
を
展
開
し
て
い
っ
た

が
、
こ
れ
に
は
生
協
の
大
き
な
資
金
力
が
も
の
を
言
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
デ
イ
ホ
ー
ム
を
開
設
す
る
た
め
の
土
地・家
屋
、
改
装
等

に
必
要
な
初
期
投
資
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
の
個
人

的
負
担
の
限
界
を
越
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

N　
P　
O
系
の
通
所
サ
ー
ビ
ス
は
、
不
動
産
価
格
の
安
い
地
方
都
市
に
多
い
。

利
用
可
能
な
住
宅
イ
ン
フ
ラ
が
潤
沢
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
首
都
圏
に
比
べ

れ
ば
初
期
投
資
も
相
対
的
に
安
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
仮
に
住
宅
イ
ン
フ

ラ
が
利
用
可
能
だ
と
し
て
も
、
生
協
型
の
福
祉
事
業
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ど
ま

り
で
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
は
な
か
な
か
展
開
し
て
い

か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
担
い
手
の
既
婚
女
性
に
と
っ
て
、
夜
勤
が
ネ
ッ
ク

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
相
応
の
初
期
投
資
が
必
要
で
、
夜
勤
を

と
も
な
う
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
事
業
者
は
、
訪
問
介
護

の
事
業
者
と
重
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
市
民
事
業
体
は「
市
民
参
加
」を
前

提
と
す
る
が
、
そ
の
事
業
に
参
加
す
る
市
民
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
年
齢
、
階

層
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
な
市
民
で
あ
る
か
は
、
事
業
の
種
別
に
よ
っ
て
変

わ
っ
て
く
る
。
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の
市
民
事
業
体
を
そ
の
法
人
格
か
ら
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。

ま
た「
社
会
的
企
業
」の
概
念
に
は
、
N　
P　
O
の
よ
う
な
事
業
体
が
含
ま
れ

て
い
る
が
、
N　
P　
O
の
な
か
に
は
、
事
業
を
目
的
と
し
な
い
運
動
体
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
N　
P　
O
す
な
わ
ち
社
会
的
企
業

と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。

さ
ら
に
福
祉
事
業
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
N　
P　
O
や
生
協
の
な
か
に

は
、
社
会
福
祉
法
人
格
を
取
得
す
る
団
体
も
増
え
て
き
た
。
社
会
福
祉
法
人

格
を
取
得
す
る
た
め
の
参
入
障
壁
も
し
だ
い
に
低
く
な
り
、
現
行
の
N　
P　
O

法
の
も
と
で
は
寄
付
行
為
へ
の
課
税
免
除
な
ど
が
認
め
ら
れ
ず
N　
P　
O
法
人

で
あ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
租
税
免
除
な
ど

の「
特
権
」の
あ
る
社
会
福
祉
法
人
格
を
と
る
こ
と
は
、
は
る
か
に
有
利
で
あ

る
。
現
在
の「
社
会
福
祉
法
人
」と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
旧
来
型
の
法
人

と
、
新
規
参
入
し
た
法
人
と
が
混
在
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
分
類
を
さ
ら

に
困
難
に
し
て
い
る
。

 

浅
川
は
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。

日
本
の
高
齢
者
ケ
ア
の
担
い
手
が
大
き
く
転
換
し
て
い
る（
中
略
）。

社
会
福
祉
法
と
い
う
特
別
の
法
律
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
福
祉
の
す
べ
て

を
引
き
受
け
て
き
た
社
会
福
祉
法
人
の
時
代
は
終
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ

れ
か
ら
の
高
齢
者
ケ
ア
の
原
則
と
い
わ
れ
る「
地
域
密
着
型
ケ
ア
」で
は
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
小
規
模
型
介
護
が
先
導
役
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
運

営
す
る
主
勢
力
は
社
会
福
祉
法
人
で
は
な
い
。
民
間
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

こ
こ
で
少
し
遠
回
り
を
し
て
、
再
び「
協
セ
ク
タ
ー
と
は
何
か
?
」に
つ
い

て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
協
セ
ク
タ
ー
に
、
従
来
型
の
社
会
福
祉
協
議
会
や

社
会
福
祉
法
人
を
含
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
議
論
が

あ
っ
た
。
協
セ
ク
タ
ー
を
日
本
型
の「
第
三
セ
ク
タ
ー
」と
区
別
し
、
福
祉
事

業
体
の
な
か
で
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
以
降
に
登
場
し
た
生
協
や
有
償

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
と
り
わ
け
九
七
年
の
立
法
化
以
降
急
速
に
登
場
し

た
N　
P　
O
法
人
を
総
合
す
る
名
称
と
し
て「
市
民
セ
ク
タ
ー
」や「
協
同
セ
ク

タ
ー
」を
用
い
る
用
語
法
が
定
着
し
て
き
た
が
、
本
書
の「
協
セ
ク
タ
ー
」も

そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

だ
が
9
章
で
挙
げ
た「
社
会
的
企
業
」と
い
う
用
語
法
を
用
い
れ
ば
、
営
利

法
人
か
非
営
利
法
人
か
は
便
宜
的
な
区
別
に
す
ぎ
な
い
。
営
利
法
人
に
分
類

さ
れ
る
株
式
会
社
や
有
限
会
社
で
も
、
社
会
的
企
業
の
条
件
に
合
致
す
る
法

人
は
あ
る
。
事
実
、
N　
P　
O
法
施
行
前
に
事
業
体
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
団

体
の
な
か
に
は
、
法
人
格
が
必
要
だ
っ
た
た
め
に
便
宜
的
に
企
業
法
人
格
を

取
得
し
た
も
の
も
多
い
。
N　
P　
O
法
施
行
後
も
、
経
理
公
開
や
内
部
留
保
の

禁
止
な
ど
の
煩
瑣
な
規
制
を
き
ら
っ
て
、
有
限
会
社
を
選
好
す
る
団
体
も
あ

る
。
ま
た
こ
れ
ま
で
は
資
金
力
の
弱
い
市
民
事
業
体
は
有
限
会
社
法
人
格
を

取
得
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
株
式
会
社
の
設
立
条
件
が
、
二
〇
〇
三
年

に
資
本
金
一
円
か
ら
と
、
い
ち
じ
る
し
く
緩
和
さ
れ
た
た
め
に
、
株
式
会
社
法

人
格
を
取
得
す
る
市
民
事
業
体
も
出
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
協
セ
ク
タ
ー

協
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
社
会
福
祉
法
人
の
位
置

3
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地
域
密
着
型
の
小
規
模
多
機
能
型
介
護
事
業
は
、
特
養
の
よ
う
な
大
型
施

設
に
比
べ
て
、
初
期
投
資
が
相
対
的
に
少
な
く
て
す
む
と
い
う
理
由
か
ら
、

市
民
事
業
体
の
参
入
を
促
し
た
。
だ
が
、
介
護
保
険
改
正
に
と
も
な
う
モ
デ

ル
事
業
化
に
よ
っ
て
新
た
な
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
包
括
契
約
と
定
額
制
の
導
入
で
あ
る
。
通
所
、
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
、
訪
問
介
護
、
居
宅
支
援
の
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
が
上
限
な
し
で
定

額
で
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
一
見
有
利
に
見
え
る
。
だ
が

こ
の
制
度
の
意
図
が
、「
社
会
保
障
費
抑
制
」に
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
っ
た
。

多
く
は
デ
イ
ホ
ー
ム
や
訪
問
介
護
事
業
所
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
事
業
体
に

と
っ
て
は
、
人
手
や
イ
ン
フ
ラ
の
限
界
か
ら
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
条
件
を
満

た
す
こ
と
が
む
ず
か
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
全
体
と
し
て
収
入
は
抑
え
ら
れ

る
結
果
に
な
る
。
要
介
護
度
が
重
度
の
利
用
者
に
集
中
す
れ
ば
収
入
は
確
保

で
き
る
が
、
そ
の
反
対
に
負
担
は
増
え
る
。
逆
に
要
介
護
度
が
軽
度
の
利
用

者
が
多
け
れ
ば
、
事
業
者
の
収
入
は
抑
制
さ
れ
、
反
対
に
利
用
者
に
と
っ
て

は
利
用
実
態
に
合
わ
な
い
定
額
を
徴
収
さ
れ
る
な
ど
不
利
益
感
が
残
る
。
事

業
者
に
よ
っ
て
は
自
衛
の
た
め
に
定
額
の
上
限
に
合
わ
せ
て
サ
ー
ビ
ス
供
給

量
を
抑
制
す
る
傾
向
も
あ
り
、
結
果
と
し
て
利
用
者
に
と
っ
て
の「
利
用
抑

制
」と
な
っ
て
い
る
実
情
が
あ
る
。

包
括
契
約
に
は
も
っ
と
深
刻
な
問
題
が
あ
る
。
一
事
業
者
が
ひ
と
り
の
利

用
者
の
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
が
不
要
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
利
用
者
の
囲
い
込
み
と

な
り
、
他
の
事
業
者
と
の
健
全
な
競
争
は
育
た
な
い
ば
か
り
か
、
ケ
ア
マ

に
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。 

﹇ 

浅
川2007: 26-27

﹈

「
社
会
福
祉
法
人
は
な
ぜ
小
規
模
介
護
に
手
を
あ
げ
な
い
の
か
」と
い
う
問

い
を
立
て
、 
浅
川
は「
あ
る
大
手
の
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
長
の
言
葉
」を
引

用
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
答
を
用
意
す
る
。

我
わ
れ
は
、
介
護
保
険
前
の
戦
後
の
長
い
措
置
時
代
に
、
役
所
に

す
っ
か
り
飼
い
な
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
役
所
か
ら
箸
の
上
げ
下
げ
ま

で
監
視
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
視
線
は
つ
ね
に
役
所
に
向
け
ら
れ
、
利

用
者
は
遠
い
存
在
に
な
っ
た
。
納
税
義
務
が
な
い
こ
と
も
社
会
性
や
向

上
心
を
奪
っ
た
。 

﹇ 

浅
川2007: 27

﹈

多
く
は
特
養
の
経
営
者
で
あ
る
社
会
福
祉
法
人
に
は
、
現
在
で
も
市
場
に

お
け
る
競
合
は
存
在
し
な
い
。
待
機
高
齢
者
が
列
を
な
す
現
状
で
は
、
利
用

者
に
不
満
が
あ
っ
て
も
退
去
は
で
き
ず
、
他
に
選
択
肢
は
な
い
。
い
っ
た
ん

退
去
し
た
ら
二
度
と
戻
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
か
ら
、
状
態
が
改
善
し
て
も
一

時
退
去
を
避
け
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
老
健
の
よ
う
な
施
設
で
も
滞

在
が
長
期
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。「
利
用
者
本
位
」と
は
名
ば
か
り
で
、「
家

に
年
寄
り
を
帰
し
て
ほ
し
く
な
い
」と
い
う
利
用
者
家
族
の
利
益
に
奉
仕
し

て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
十
分
な
介
護
資
源
と
選
択
肢
の
多

様
化
、
そ
の
も
と
で
の
健
全
な
市
場
競
争
…
…「
利
用
者
本
位
」の
サ
ー
ビ
ス

の
た
め
に
は
そ
れ
ら
の
条
件
が
必
須
で
あ
る
。



3 5 1 第 14章　協セクターにおける先進ケアの実践

は
そ
の
逆
の
事
例
、
隣
家
に
デ
イ
ホ
ー
ム
が
あ
っ
て
も
わ
ざ
わ
ざ
少
し
離
れ

た
施
設
を
選
ぶ
ケ
ー
ス
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け「
小
規
模
」施
設
で

は
、
人
間
関
係
の
濃
密
さ
が
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
働
く
。
ひ
と
つ
の

施
設
が
合
わ
な
け
れ
ば
、
別
の
選
択
肢
が
あ
る
…
…
そ
の
多
様
性
と
選
択
の

自
由
こ
そ
が
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
重
要
だ
ろ
う
。

10
章「
市
民
事
業
体
と
参
加
型
福
祉
」で
論
じ
た
よ
う
に
、
協
セ
ク
タ
ー

に
お
け
る「
市
民
社
会
」は「
地
域
社
会
」と
同
じ
で
は
な
い
し
、「
市
民
」は

「
住
民
」と
同
義
で
は
な
い
。
多
く
の
市
民
事
業
体
は「
志
の
共
同
」か
ら
出
発

し
て
お
り
、「
居
住
の
隣
接
」や「
地
域
の
共
同
」か
ら
自
動
的
に
関
係
が
生
ま

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
た
し
が「
選
択
縁
」と
よ
ぶ
も
の
は
、
町
内
会
や
小

学
校
区
の
よ
う
な
地
縁
と
は
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
齢
者
が
地

区
ご
と
に
指
定
さ
れ
た
施
設
に
通
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、「
選

択
の
自
由
」を
奪
う
ば
か
り
で
な
く
、
事
業
者
間
の
健
全
な
競
争
を
も
抑
制

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

本
書
の
問
い
の
一
つ
は
、
協
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
市
民
事
業
体
の
持
続

可
能
な
経
営
と
は
何
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、

二
〇
〇
五
年
介
護
保
険
改
訂
で
一
躍「
地
域
密
着
型
」サ
ー
ビ
ス
の
主
人
公
に

お
ど
り
で
た
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
の
多
く
は
、
N　
P　
O
や
有
限

会
社
な
ど
、
資
本
力
の
小
さ
い
市
民
事
業
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
以
降
扱
う
の
は
、
富
山
型
と
呼
ば
れ
る
小
規
模
多
機
能
共
生
型
デ
イ
サ
ー

富
山
型
小
規
模
多
機
能
共
生
型

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
展
開

4

ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
外
か
ら
の
目
も
入
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
の「
見
直
し
」で

は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
所
属
事
業
所
へ
の
誘
導
を
避
け
る
た
め
に
、
複
数

の
事
業
者
を
利
用
し
た
場
合
に
は
報
酬
加
算
を
す
る
制
度
ま
で
つ
く
っ
た
の

に
、
そ
れ
に
逆
行
す
る
制
度
で
あ
る
。
一
事
業
者
と
の
包
括
契
約
で
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
も
入
ら
な
い
と
な
れ
ば
、
第
三
者
の
視
線
が
入
ら
な
い
、
い
わ

ば
介
護
の
密
室
化
が
す
す
む
。
こ
れ
で
は
高
齢
者
の
権
利
擁
護
は
む
ず
か
し

い
。 

浅
川﹇2007

﹈は
包
括
契
約・定
額
制
の
導
入
が
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
不

要
に
し
た
た
め
、
小
規
模
多
機
能
型
事
業
所
へ
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
か
ら
の

利
用
者
紹
介
が
著
し
く
減
少
し
、
営
業
努
力
が
困
難
に
な
っ
た
と
い
う
現
場

の
声
を
紹
介
し
て
い
る
。
逆
に
な
じ
み
の
あ
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
の
つ
な

が
り
を
断
ち
た
く
な
い
た
め
に
、
包
括
契
約
を
た
め
ら
う
利
用
者
も
い
る
。

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
利
用
者
と
事
業
者
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
だ
け
で
な

く
、
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
て
事
業
者
を
監
督・監
視
す
る
外
部
の
目
の
役

割
を
も
果
た
す
。
包
括
契
約
に
よ
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
排
除
は
、
介
護
保
険

が
当
初
掲
げ
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
導
入
の
理
念
に
反
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
小
規
模
多
機
能
型
施
設
は
一
中
学
校
区
に
一
つ
、
と
す

る
よ
う
な
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
総
量
規
制
で
あ
る
。
小
学
校
区
制
が
子
ど
も

の
教
育
に
関
す
る「
選
択
の
自
由
」を
奪
っ
た
と
し
て
見
直
さ
れ
て
い
る
今

日
、「
地
域
密
着
型
」の
名
に
お
け
る
介
護
施
設
の
総
量
規
制
は
時
代
に
逆
行

す
る
も
の
だ
ろ
う
。 

浅
川
は
、
隣
接
す
る
地
域
に
あ
り
な
が
ら
自
治
体
の
境

界
の
線
引
き
の
せ
い
で
、
遠
く
の
施
設
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
利
用
者

の
不
合
理
を
例
に
あ
げ
て
い
る
が
、
他
方
、
わ
た
し
た
ち
の
調
査
の
中
か
ら
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有
限
会
社
が
二
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
小
規
模
の「
市
民
事
業
体
」

や「
社
会
的
企
業
」に
該
当
す
る
団
体
が
多
い
。
設
立
年
度
は
小
規
模
多
機
能

事
業
所
に
特
化
し
た
事
業
所
九
団
体
の
う
ち
で
、
介
護
保
険
以
前
が
五
団
体

と
、
そ
の
先
駆
性
が
う
か
が
え
る
。

「
小
規
模
多
機
能
型
」も「
共
生
型
」も
、
も
と
も
と
行
政
用
語
で
は
な
い
。

現
場
の
ニ
ー
ズ
か
ら
必
要
に
迫
ら
れ
て
登
場
し
、
名
称
が
な
い
ま
ま
に
実
践

が
先
行
し
、
事
後
的
に
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の「
小
規
模
多
機

能
調
査
報
告
書
」に
よ
れ
ば「
既
存
の
サ
ー
ビ
ス
形
態
に
と
ら
わ
れ
ず
、
利
用

者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
生
ま
れ
た
も
の
」で
あ
る
。
具
体
的
に
は「
日
中
の

通
い
、
一
時
的
な
宿
泊
、
緊
急
時
や
夜
間
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
、
さ
ら
に
は
居

住
す
る
と
い
っ
た
、
切
れ
目
の
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
一
体
的・複
合
的
に
提
供

す
る
」も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
が
、
こ
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
事
業
所
は
多
く
な
い
。

富
山
型
は
、「
小
規
模
」に
は
違
い
な
い
が
、「
通
い・泊
ま
り・暮
ら
し
」さ

ら
に
は「
訪
問
介
護
」の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
厚
労
省
の
名
づ
け
る「
多
機
能
」

と
は
必
ず
し
も
言
え
ず
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
が
中
心
で
あ
る
。
ま
た
富
山

型
の
特
徴
と
し
て「
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
」、
さ
ら
に
障
害
者
を
含

む「
共
生
型
」が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
富
山
ケ
ア
ネ
ッ
ト
に
所
属
す
る
団
体
に
は
、

か
な
ら
ず
し
も「
共
生
型
」と
は
い
え
な
い
事
業
所4

❖

も
含
ま
れ
て
い
る
。

富
山
県
が
発
行
し
て
い
る「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

よ
れ
ば
、「
富
山
型
」と
は「
高
齢
者
、
障
害
者
、
児
童
等
が
障
害
の
有
無
に

関マ
マ
わ
ら
ず
利
用
で
き
る
」デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
い
う
。
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ビ
ス
の
う
ち
、
そ
の
も
っ
と
も
先
駆
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
全
国
的
に
有
名
な

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
事
例
で
あ
る
。
富
山
に
は「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」

以
外
に
も
、「
富
山
型
」と
言
わ
れ
る
小
規
模
多
機
能
型
の
介
護
事
業
所
が
い

く
つ
も
あ
り
、
調
査
時
点（
二
〇
〇
五
年
）に
は
三
二
の
事
業
所
か
ら
な
る「
富

山
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
略
称「
富
山
ケ
ア
ネ
ッ
ト
」、
代
表・ 惣
万
佳
代
子
、
二
〇
一
〇
年

時
点
で
五
五
事
業
所
に
増
加
）を
構
成
し
て
い
た
。
調
査
に
は
そ
の
な
か
か
ら
複
数

の
事
業
所
を
選
ん
で
、
対
象
に
含
め
た2

❖

。

事
例
を
扱
う
に
際
し
て
、
福
祉
医
療
機
構
内
に
設
置
さ
れ
た「
小
規
模
多

機
能
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
研
究
会
」の
調
査
報
告
書（
以
下「
小
規
模
多
機
能
調
査
報

告
書
」と
略
称
）﹇
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
研
究
会2005

﹈か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー

タ
を
随
時
参
照
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
調
査
は
、（
1
）小
規
模
多
機

能
型
居
宅
支
援
介
護
事
業
を
介
護
保
険
改
訂
時
に
制
度
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
の「
先
駆
的
な
事
業
者
の
経
営
実
態
を
調
査・
研
究
す
る
」と
い
う「
趣
旨
」

で
実
施
さ
れ
た
こ
と
、（
2
）事
例
数
が
一
九
と
少
な
い
が
ど
れ
も「
先
駆
的

な
事
業
所
」と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
こ
と
、
ま
た（
3
）研
究
会
の
構
成

メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
自
ら
先
駆
的
事
業
所
の
実
践
者
で
あ
る
こ
と3

❖

か
ら
、
そ

の
結
果
と
し
て（
4
）調
査
内
容
が
網
羅
的
で
、
事
業
収
支
に
至
る
ま
で
詳
細

な
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
に
よ
る
。
報
告
書
の
冒
頭
に「
こ
れ
ら
事
業

が
安
定
的
に
運
営
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
」調
査・分
析
を
お
こ
な
っ
た
、
と
あ
る
。
そ
の
点
で
、
本
書
と
関
心
を
共

有
し
て
お
り
、
他
事
業
者
の
例
が
参
照
で
き
る
貴
重
な
資
料
と
言
え
る
か
ら

で
あ
る
。
一
九
団
体
の
う
ち
法
人
格
は
N　
P　
O
が
六
、
社
会
福
祉
法
人
が
五
、
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こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
文
章
は
、
い
さ
さ
か
行
政
の
自
画
自
賛
気
味
の
と
こ

ろ
は
あ
る
が
、
行
政
が
民
間（
協
セ
ク
タ
ー
）の
実
践
に
追
随
し
て
い
っ
た
経
緯

を
正
直
に
た
ど
っ
て
い
る
。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」は
、
当
時
日
赤
病
院
に
勤
務
し
て
い
た
三
人
の
看

護
師
、 

惣
万
佳
代
子（
現
代
表
）、 

西
村
和
美（
現
副
代
表
）と
も
う
ひ
と
り
に
よ
っ

て
、
一
九
九
三
年
に
民
営
デ
イ
ケ
ア
事
業
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
当
初
は

「
無
謀
」と
も
思
わ
れ
た
ス
タ
ー
ト
を「
突
っ
走
っ
て
よ
か
っ
た
…
…
。
安
定

の
こ
と
を
考
え
た
ら
今
の「
こ
の
ゆ
び
」は
な
い
で
す
か
ら
」と
、 

惣
万
は
回
想

の
中
で
ふ
り
か
え
っ
て
い
る﹇ 

惣
万・ 

西
村2003

﹈。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
に
共

通
の
、「
自
発
性
、
無
償
性
、
先
駆
性
」の
い
ず
れ
を
も
と
も
な
っ
て
い
た
。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は「
行
政
の
支
援
が
不
可
欠
」と
記
し
て
い
る
が
、「
こ
の

ゆ
び
と
ー
ま
れ
」が
行
政
か
ら「
在
宅
障
害
者（
児
）デ
イ
ケ
ア
事
業
」の
指
定

ト
か
ら
引
用
し
よ
う
。

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
障
害
の
有
無
に
関マ

マ
わ
ら
ず
、
誰
も

が
一
緒
に
身
近
な
地
域
で
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
場
所
、
そ
れ

が「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」で
す
。

こ
の
形
は
、
平
成
五
年
、
病
院
を
退
職
し
た
三
人
の
看
護
師
の
方
々

が
開
設
し
た「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ（
富
山
市
）」か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

民
家
を
使
い
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
も
と
、
対
象
者
を
限
定
せ
ず
に

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
の
施
設
は
、
従
来
の
縦
割
り
制
度
に
は
な
い

柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
の
形
と
し
て
、
開
設
当
初
か
ら
全
国
的
に
注
目
を
集

め
ま
し
た
。

当
時
は
介
護
保
険
も
な
く
、
行
政
の
支
援
が
不
可
欠
で
し
た
。
そ
し

て
事
業
者
や
周
囲
の
要
望
に
よ
っ
て
、
平
成
九
年
度
か
ら
民
間
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
施
設
に
対
し
、
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ

の「
障
害
の
種
別
や
年
齢
を
超
え
て
一
つ
の
事
業
所
で
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
」と
い
う
方
式
と
、
縦
割
り
行
政
の
壁
を
打
ち
破
っ
た
、
日
本

で
初
め
て
の
柔
軟
な
補
助
金
の
出
し
方
を
あ
わ
せ
て
、「
富
山
方
式
」、

「
富
山
型
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

﹇
富
山
県
厚
生
部
厚
生
企
画
課2005

﹈

「「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」は
、
富
山
か
ら
全
国
に
発
信
し
た
、
新
し
い

形
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
す
」と
高
ら
か
に
宣
言
す
る
、
自
治
体
が
発
行
す
る

❖
2 

訪
問
調
査
の
対
象
と
し
た
富
山
型
事
業
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
N　
P　
O
法
人
に
ぎ
や
か
、

同
お
ら
と
こ
、
同
し
お
ん
の
家
、
有
限
会
社
あ
さ
ひ
ホ
ー
ム
。

❖
3 

研
究
会
メ
ン
バ
ー
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
高
橋
誠
一（
東
北
福
祉
大
学
総
合
福
祉
学
部
社

会
福
祉
学
科
教
授・座
長
）、
塩
原
修
蔵（
公
認
会
計
士
）、
篠
崎
人
理（
社
会
福
祉
法
人
新
生
寿
会・

き
の
こ
老
人
保
健
施
設
長
）、
高
井
睦
美（
N　
P　
O
法
人
虹
の
会・宅
老
所
虹
の
家
施
設
長
）、
宮
島

渡（
社
会
福
祉
法
人
恵
仁
福
祉
協
会・
ア
ザ
レ
ア
ン
さ
な
だ
施
設
長
）、
山
崎
敏（
株
式
会
社
ト
シ・

ヤ
マ
サ
キ
ま
ち
づ
く
り
総
合
研
究
所
所
長
）、
他
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て 

池
田
武
俊（
厚
労
省
老

健
局
計
画
課
認
知
症
対
策
推
進
室
室
長
補
佐
）、 

池
田
昌
弘（
N　
P　
O
法
人
全
国
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ラ

イ
フ
サ
ポ
ー
ト 
セ
ン
タ
ー
理
事
長
）。

❖
4 

高
齢
者
の
み
を
対
象
と
し
、
子
ど
も
や
障
害
者（
児
）を
扱
わ
な
い
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

所
も「
富
山
型
」に
含
ま
れ
て
い
る
。
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政
は
そ
れ
に
追
随
し
、
事
後
的
に
協
力
し
て
き
た
。「
行
政
に
求
め
る
の
は
、

せ
い
ぜ
い
現
場
の
邪
魔
を
し
な
い
こ
と
」と
あ
る
事
業
体
の
経
営
者
が
い
う

よ
う
に
、
富
山
型
は
行
政
が
つ
く
り
あ
げ
た
事
業
で
は
な
い
。
ケ
ア
の
現
場

で
は
、
多
く
は
民
間
非
営
利
の
市
民
事
業
体
が
自
前
で
つ
く
り
あ
げ
て
き
た

事
業
モ
デ
ル
が
、
事
後
的
に
制
度
化
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
制

度
は
あ
と
か
ら
追
い
つ
く
、
の
で
あ
る
。
小
規
模
多
機
能
型
介
護
事
業
も
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
制
度
化
さ
れ
た
と
き
に
は
、
似
て
非
な
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
場
合
も
多
い
。

創
業
者
の 

惣
万
と 

西
村
は
、
著
作
や
発
言
も
多
く﹇ 

惣
万2002, 2003;

こ
の
ゆ

び
と
ー
ま
れ2003

﹈、
介
護
業
界
の
カ
リ
ス
マ
と
し
て
各
種
の
講
演
会
や
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
で
あ
る7

❖

。
ま
た「
地
域
共
生
ホ
ー
ム
全
国

セ
ミ
ナ
ーin

と
や
ま
」を
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
三
回
に
わ

た
っ
て
開
催
す
る
な
ど
、
自
ら
積
極
的
に
情
報
発
信
に
努
め
て
い
る
。
ま
た

調
査
時
に
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
す
で
に
三
次
に
わ
た
っ
て
、
県
の
協
力
の
も

と
に
、
月
一
回
半
年
間
の「
富
山
型
民
間
デ
イ
起
業
家
育
成
講
座
」を
実
施
し

て
き
た
。
受
講
者
の
人
数
は
二
〇
名
ま
で
、
熱
心
な
受
講
者
が
全
国
か
ら

通
っ
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
の
実
績
で
は
、
受
講
者
の
約
六
割
が
実
際
に
起
業

し
た
と
い
う
。
彼
女
た
ち
の
先
駆
性
や
献
身
的
な
努
力
に
つ
い
て
は
賞
賛
を

惜
し
ま
な
い
が
、
情
報
発
信
能
力
の
高
い
こ
う
し
た
リ
ー
ダ
ー
的
な
立
場
の

人
々
の
回
想
や
記
録
だ
け
を
追
っ
て
い
て
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。

富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
ふ
た
つ
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
ひ

と
つ
は
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
調
査
研
究
委
員
会『
富
山
型
デ
イ
サ
ー

を
受
け
る
の
は
、
開
設
三
年
後
の
九
六
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

翌
九
七
年
に
は
富
山
民
間
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
育
成
事
業
か
ら
補
助
金
の
交
付

を
受
け
、
当
初
は
高
齢
者
だ
け
が
対
象
だ
っ
た
の
が
、
翌
年
に
条
件
が
緩

和
さ
れ
て
障
害
者
／
児
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
現
場
の
活
動
に
合
わ

せ
た「
お
年
寄
り
と
障
害
者
／
児
の
壁
を
取
り
払
っ
た
柔
軟
な
補
助
金
の
出

し
方
が
、
の
ち
に「
富
山
方
式
」と
い
わ
れ
る
」と「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
あ
る5

❖
。
九
八
年
に
は
い
ち
は
や
く
N　
P　
O
法
人
格
を
取

得
、
富
山
県
下
に
お
け
る
認
証
第
一
号
と
な
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
介
護
保
険

法
施
行
に
あ
た
っ
て
は
指
定
事
業
者
に
名
の
り
を
あ
げ
た
。
二
〇
〇
五
年
に

は
富
山
県
と
富
山
市
な
ど
三
市
二
町
村
が
共
同
し
て
小
泉
改
革
の
も
と
の
構

造
改
革
特
別
区
域
に
申
請
し
、「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
推
進
特
区
」に
認
定

さ
れ
た
。
特
区
と
は「
地
域
か
ら
の
発
案
に
よ
り
、
既
存
の
規
制
を
緩
和
」し

て「
こ
れ
ま
で
国
の
規
制
に
よ
り
取
り
組
み
た
く
て
も
出
来
な
か
っ
た
こ
と

が
、
特
区
内
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
」制
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て「
そ
れ

ま
で
高
齢
者
と
身
体
障
害
者
だ
け
だ
っ
た
介
護
保
険
指
定
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
利
用
が
、
知
的
障
害
者
と
障
害
児
に
広
」が
り
、
ま
た「
障
害
者
の

指
定
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
で
は
、
そ
れ
ま
で
利
用
で
き
な
か
っ
た
障
害
児

の
受
け
い
れ
が
可
能
と
」な
っ
た6

❖

﹇
富
山
県
厚
生
部
厚
生
企
画
課2005

﹈。

富
山
型
福
祉
特
区
は
そ
の
後
、
全
国
に
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
富

山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
、
現
場
の
実
践
が
国
の
制
度
を
変
え
た
例
と
し
て
、

全
国
的
に
有
名
に
な
る
。
上
述
の
経
緯
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、「
そ
こ
に

ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら
」と
い
う
民
間
の
待
っ
た
な
し
の
実
践
が
先
行
し
、
行
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建
て
の
建
築
で
あ
り
、
図
22・
23
の
写
真
の
よ
う
に
周
囲
の
住
宅
地
に
溶
け

こ
ん
で
い
る
。
フ
ロ
ア
プ
ラ
ン
は
図
24
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の「
本
家
」の

向
か
い
に
、 

惣
万・ 

西
村
名
義
で
土
地
を
取
得
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ・
向

か
い
」（
通
称「
向
か
い
」）を
二
〇
〇
五
年
に
併
設
。
他
に
少
し
離
れ
た
茶
屋
町
に

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
と
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
事
業
と
す
る「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま

れ
茶
屋
」が
あ
る
。

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
に
限
れ
ば
、「
本
家
」と「
向
か
い
」の
二
ヵ
所
で
定
員

二
八
名
、
利
用
者
は
高
齢
者
、
障
害
者
／
児
、
乳
幼
児
を
合
わ
せ
て
一
日
平

均
三
〇
人
。
利
用
者
内
訳
は
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
約
半
分
、
そ
の
う

ち
九
割
以
上
が
介
護
保
険
適
用
対
象
者
、
一
八
歳
未
満
の
子
ど
も
が
三
分

の
一
、
う
ち
障
害
児
と
健
常
児
の
比
率
は
六
対
四
、
他
に
成
人
が
約
二
割

い
る
が
、
う
ち
六
割
は
介
護
保
険
適
用
対
象
者
、
四
割
は
在
宅
障
害
者
で

あ
る﹇ 

惣
万・ 

西
村2003

﹈。
利
用
料
金
は
当
初
か
ら
介
護
度
に
応
じ
て
、
一
日

二
五
〇
〇
円
か
ら
五
〇
〇
〇
円
、
介
護
保
険
適
用
者
と
障
害
者
は
こ
の
限
り

で
な
い
。

事
業
内
容
は
、
高
齢
者
在
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス（
通
所
介
護
、
い
き
が
い
対
応
型
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）、
障
害
者（
児
）在
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス（
通
所
介
護
、
在
宅
障
害
者（
児
）

デ
イ
ケ
ア
事
業
な
ど
）、
居
宅
介
護
支
援
事
業（
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
な
ど
）、
そ
の
他（
乳
幼

児
の
預
か
り
、
疾
病
を
有
す
る
人
た
ち
へ
の
在
宅
支
援
事
業
な
ど
）。
開
所
時
間
は
午
前
七

ビ
ス
に
つ
い
て（
平
成
一
六
年
度
報
告
書
）』﹇2005

﹈（
以
下『
富
山
型
報
告
書
』と
略
称
）、
も

う
ひ
と
つ
は 
平
野
隆
之
編『
共
生
ケ
ア
の
営
み
と
支
援
―
富
山
型「
こ
の
ゆ

び
と
ー
ま
れ
」調
査
か
ら
』﹇2005

﹈（
以
下『
こ
の
ゆ
び
調
査
』と
略
称
）で
あ
る
。
前
者

は
県
内
に
あ
る
富
山
型
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
二
一
施
設
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト

お
よ
び
面
接
調
査
を
実
施
し
、
利
用
実
態
を
ま
と
め
た
報
告
書
で
あ
り
、
研

究
チ
ー
ム
の
一
人
、
関
好
博（
富
山
短
期
大
学
福
祉
学
科
講
師
）に
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
す
る

機
会
を
得
た
。
後
者
は 

惣
万・ 

西
村
を
は
じ
め
、
ワ
ー
カ
ー
、
利
用
者
、
家

族
へ
の
面
接
調
査
お
よ
び
ス
タ
ッ
フ
の
記
録
し
た
日
誌
を
分
析
し
た
二
年
間

の
調
査
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
記
述
や
分
析
に
は
、
以
上
の
ふ

た
つ
の
先
行
研
究
を
も
参
照
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
パ
イ
オ
ニ
ア
事
例
で
あ
る「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」お
よ
び
関
連

の
団
体
を
対
象
に
、
利
用
者
、
家
族
、
ワ
ー
カ
ー
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
等
を
含
む
多
元
的
な
ア
ク
タ
ー
の
視
点
か
ら
、
事
例
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。
以
下
の
引
用
デ
ー
タ
は
と
く
に
出
典
挙
示
が
な
い
限

り
、
わ
た
し
た
ち
の
調
査
報
告
書﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006
﹈

に
も
と
づ
い
て
い
る
。

調
査
時
点（
二
〇
〇
五
年
七
月
）で
の
施
設
概
要
は
以
下
の
通
り
。

富
山
市
内
の
住
宅
地
、
富
岡
町
に
創
業
者
の
ひ
と
り
、 

惣
万
が
父
か
ら
相

続
し
た
土
地
に
新
築
の
建
物
を
建
て
て
九
三
年
に
民
間
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
所
と

し
て
開
設
。
普
通
の
住
宅
を
た
ん
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
し
た
だ
け
の
二
階

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
施
設
概
要
と
歴
史

5

❖
5 http://w

w
w.geocities.jp/kono_yubi/

❖
6 

二
〇
〇
五
年
四
月
現
在
で
一
〇
市
二
町
村
が
特
区
認
定
を
受
け
て
い
た
。

❖
7 

し
た
が
っ
て
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
、
職
員
を
除
い
て
、
実
名
を
採
用
す
る
。
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赤
十
字
病
院
に
二
〇
年
間
勤
め
た
退
職
金
を
充
て
た
。
周
囲
か
ら
は「
無
謀
」

と
反
対
を
受
け
、
開
業
当
初
は
当
日
利
用
の
高
齢
者
が
一
日
に
二
人
と
い
う

時
期
も
あ
っ
た
と
い
う
。
高
齢
者
の
デ
イ
ケ
ア
と
い
う
考
え
方
に
な
じ
み
が

な
く
、
一
日
あ
た
り
の
利
用
料
二
五
〇
〇
円
も
高
い
と
思
わ
れ
た
時
代
で

あ
る
。

副
代
表
の 

西
村
に
は
、
左
半
身
麻
痺
の
母
が
お
り
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま

れ
」で
働
き
な
が
ら
母
の
介
護
と
両
立
さ
せ
た
。 

西
村
は「
本
家
」の
二
階
を

住
宅
と
し
て
お
り
、
母
を「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
看
取
る
の
が
望
み
だ
っ

た
が
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
茶
屋
」の
開
設
に
間
に
合
わ

ず
、
病
院
で
亡
く
な
っ
た
。

「
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
」の「
共
生
型
」は
、
開
設
当
初
か
ら
の
理
念

で
あ
る
。
創
業
期
か
ら
の「
い
つ
で
も
誰
で
も
受
け
い
れ
る
」と
い
う
理
念
は

現
在
ま
で
続
い
て
お
り
、
申
し
込
み
を「
断
ら
な
い
」か
ら「
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン

グ
は
な
い
」と
言
い
切
る
。
創
業
し
て
ま
も
な
い
頃
、
朝
早
く
に
障
害
の
あ

る
小
さ
な
兄
妹
を
玄
関
に
断
り
も
な
く
置
い
て
い
っ
た
母
親
が
い
た
。
一
日

そ
の
子
た
ち
の
面
倒
を
見
た
ら
、「
あ
そ
こ
は
障
害
児
を
預
か
っ
て
く
れ
る
」

と
評
判
を
呼
ん
で
、
次
々
に
利
用
者
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
障
害
児
の
受

け
皿
が
な
い
こ
と
を
痛
感
し
、
高
齢
者
も
障
害
者
も
共
に
預
か
る
よ
う
に

な
っ
た
。

最
初
の
助
成
金
は
開
設
後
三
年
目
に
、
障
害
児
を
持
つ
親
た
ち
が「
在
宅

障
害
者（
児
）デ
イ
ケ
ア
事
業
」の
委
託
を
受
け
る
べ
く
、
行
政
に
対
し
て
署

名
運
動
を
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
、
高
齢
者
に
は
高
齢
者
の
み
の
助
成

時
半
か
ら
午
後
六
時
ま
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
八
時
ま
で
延
長
す
る
。
暮
ら

し
に
休
み
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
年
中
無
休
で
あ
る
。

職
員
は
二
八
名
、
う
ち
常
勤
職
員
一
五
名
。
他
に
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

六
名
、
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
四
〇
名﹇ 

惣
万・ 

西
村2003

﹈。
富
山
短
大
福
祉
学

科
の
学
生
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
受
け
い
れ
て
い
る
関
係
も
あ
っ
て
、
調

査
期
間
中
に
も
学
生
の
出
入
り
が
絶
え
な
い
。
平
均
三
〇
名
の
利
用
者
に
常

勤・非
常
勤
合
わ
せ
て
職
員
二
八
名
は
手
厚
い
ケ
ア
と
言
え
る
し
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
協
力
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ス
タ
ッ
フ
が
本
来
の
介
護
業
務
に
専
念

で
き
る
態
勢
が
あ
る
。
高
齢
者
よ
り
障
害
児
の
ケ
ア
に
ほ
と
ん
ど
一
対
一
対

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
人
手
を
と
ら
れ
、
開
け
っ
放
し
の
玄
関
か

ら
は
、
認
知
症
の
利
用
者
が
す
た
す
た
と
歩
い
て
出
る
の
を
、
ひ
と
り
の
ス

タ
ッ
フ
が
つ
き
っ
き
り
で
追
い
か
け
る
。
認
知
症
高
齢
者
の
行
動
を
抑
制
せ

ず
、
当
事
者
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
個
別
ケ
ア
を
実
践
す
る
に
は
、
こ
れ
だ
け
手

厚
い
人
員
配
置
が
必
要
だ
と
わ
か
る
。

も
と
は
富
山
赤
十
字
病
院
の
看
護
師
だ
っ
た
三
人
の
創
業
者
が
、「
こ
の

ゆ
び
と
ー
ま
れ
」を
開
設
し
た
こ
と
に
は
、「
退
院
許
可
が
出
な
が
ら
も
家
に

帰
れ
ず
、
転
院
す
る
患
者
を
何
人
も
見
送
っ
た
」﹇ 

惣
万・ 西
村2003

﹈苦
い
経
験

が
あ
る
。
家
族
が
高
齢
者
を
受
け
い
れ
ら
れ
ず
、
家
に
居
場
所
の
な
い
高
齢

者
が「
社
会
的
入
院
」を
長
期
化
さ
せ
る
現
場
に
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
高

齢
者
医
療（
キ
ュ
ア
）が
高
齢
者
介
護（
ケ
ア
）へ
と
シ
フ
ト
す
る
時
代
の
動
き
を
、

彼
女
た
ち
は
自
発
的
な
実
践
で
先
導
し
た
。
富
岡
町
の
土
地
は
、 

惣
万
が
亡

く
な
っ
た
父
か
ら
遺
産
と
し
て
相
続
し
た
私
有
地
で
あ
り
、
建
築
資
金
は
、



3 5 7 第 14章　協セクターにおける先進ケアの実践

射
程
に
あ
っ
た
。

介
護
保
険
以
前
の
収
入
は
主
と
し
て
利
用
料
と
デ
イ
ケ
ア
の
委
託
費
、
そ

の
他
に
寄
付
金
で
あ
る
。
財
政
的
に
苦
し
か
っ
た
。
介
護
保
険
施
行
に
よ
っ

て
経
営
は
安
定
し
た
。「
経
営
が
で
き
る
の
は
、
介
護
保
険
さ
ま
さ
ま
」と 

惣

万
は
言
う
。

事
業
が
、
障
害
者
に
は
障
害
者
の
み
の
助
成
事
業
が
、
と
い
う
福
祉
行
政
の

縦
割
り
に
阻
ま
れ
、
思
う
よ
う
な
展
開
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
度
重

な
る
行
政
と
の
交
渉
と
、
行
政
側
の
姿
勢
の
変
化
か
ら
、
今
日
の
よ
う
な

「
富
山
方
式
」の「
共
生
型
事
業
」が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

九
八
年
に
N　
P　
O
法
人
格
を
取
得
し
た
の
は
、「
社
会
的
信
用
と
継
続
性

を
重
視
し
た
か
ら
」（ 

惣
万
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）。
二
〇
〇
〇
年
施
行
の
介
護
保
険
が

図22　「このゆびとーまれ」外観

図23　「このゆびとーまれ」室内風景

図24　「このゆびとーまれ」平面図

居間

和室

静養室浴室 処置 WCWC

脱衣

台所

事務室

花壇

倉庫 倉庫
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建
築
学
の
チ
ー
ム
に
よ
る
定
点
観
測
で
検
証
し
た
が
、
高
齢
者
は
子
ど
も
の

動
き
を
視
線
で
追
っ
た
り
、
な
に
げ
な
い
見
守
り
行
動
を
し
て
お
り
、「
共

生
型
」は
高
齢
の
利
用
者
に
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
果
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

動
き
の
緩
慢
な
高
齢
者
と
、
動
き
の
大
き
い
子
ど
も
が
空
間
を
共
有
す

る
こ
と
で
、
介
護
事
故
が
起
き
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
?　
こ
の
問

い
に
対
し
て
、 

惣
万
は
開
設
以
来「
一
二
年
間
、
お
年
寄
り
の
骨
折
な
ど
は

な
か
っ
た
」（ 

惣
万
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
い
う
。
二
〇
〇
三
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

よ
れ
ば「
自
慢
で
き
る
こ
と
は
、
こ
の
一
〇
年
間
で
転
倒
し
て
骨
折
な
ど
の

事
故
が
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
。
現
在
も
記
録
更
新
中
」﹇ 

惣
万・ 

西
村2003

﹈と
い

う
。
二
〇
〇
五
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
、
こ
の
記
録
は「
更
新
」さ
れ
た
。

二
〇
〇
九
年
の「
一
六
周
年
」で
は
、「
開
設
以
来
一
六
年
間
介
護
事
故
無
事

故
」を
誇
っ
た8

❖

。
事
故
ら
し
い
事
故
と
い
え
ば
、
障
害
児
が
一
人
、
爪
が
は

が
れ
て
血
が
出
た
ぐ
ら
い
。
多
動
性
の
障
害
児
を
見
守
る
ケ
ア
の
現
場
と
し

て
は
、
こ
の
く
ら
い
の
事
故
は
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
手
厚
い
職
員
配

置
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
数
の
多
さ
が
、
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
見
守
り
を
可
能

に
し
て
い
る﹇ 

平
野
編2005

﹈。

先
行
研
究
の『
こ
の
ゆ
び
調
査
』は
、
事
故
の
少
な
さ
の
理
由
を
以
下
の
よ

う
に
分
析
す
る
。

「
物
理
的
な
小
規
模
性
か
ら
来
る
特
性
と
し
て
、
見
守
り
、
日
常
生
活
の

継
続
性
が
基
本
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
施
設
内
の
無
事
故
に
も
つ
な
が
っ
て

い
る
」、「
裸
足
や
靴
下
で
過
ご
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
も
転
倒
予
防
に

実
感
と
し
て
お
年
寄
り
よ
り
も
子
ど
も
の
ほ
う
が
た
い
へ
ん
だ
し
、

人
手
が
い
る
。
障
害
児
の
方
が
高
齢
者
よ
り
も
ス
タ
ッ
フ
の
負
担
が

大
き
い
。
子
ど
も
が
い
る
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
骨
が
折
れ
る（ 

惣
万
、
ヒ
ヤ
リ

ン
グ
）。

と
く
に
夏
休
み
は
行
き
場
を
な
く
し
た
障
害
児
が
た
く
さ
ん
く
る
の
が
課

題
。
代
表
の 

惣
万
に
よ
れ
ば「
利
益
が
出
る
の
は
高
齢
者
の
み
。
年
寄
り
で

稼
い
で
、
子
ど
も
に
つ
ぎ
こ
ん
で
い
る
」（ 

惣
万
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
い
う
実
態
が

浮
か
び
上
が
る
。
高
齢
の
利
用
者
は「
共
生
型
」を
ど
う
評
価
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
?年

寄
り
は
、
子
ど
も
は
う
る
さ
い
が
だ
い
た
い
か
わ
い
い
と
い
う
。

遠
く
か
ら
も
来
る
の
は
子
ど
も
が
い
て
に
ぎ
や
か
だ
か
ら（ 
惣
万
、
ヒ
ヤ
リ

ン
グ
）。

う
る
さ
い
の
が
嫌
い
な
高
齢
者
は
、
よ
そ
の
静
か
な
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
行

け
ば
よ
い
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」は
、
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
い
い
、
と

は
っ
き
り
し
て
い
る
。
事
実
、
高
齢
者
だ
け
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
、
一
般
に

動
き
が
少
な
く
空
気
の
重
い
と
こ
ろ
が
多
い
が
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」は
、

高
齢
者
の
あ
い
だ
を
動
き
の
大
き
い
子
ど
も
た
ち
が
走
り
回
り
、
な
に
よ
り

雰
囲
気
が
明
る
い
こ
と
は
、
他
施
設
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。
高
齢
者

と
子
ど
も
た
ち
と
の
相
互
作
用
が
あ
る
か
ど
う
か
を
、
共
同
研
究
者
で
あ
る
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地
の
奥
ま
っ
た
一
角
、
奥
に
駐
車
場
が
あ
る
袋
小
路
に
面
し
て
お
り
、
路
上

を
通
行
す
る
車
両
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
や
お
年
寄
り
が
外
へ
出
て

も
安
全
性
が
高
い
。
さ
ら
に
道
路
を
は
さ
ん
だ「
向
か
い
」を
新
設
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
袋
小
路
全
体
が
一
体
感
を
持
っ
た
区
画
と
な
り
、
両
方
を
行
き

来
す
る
人
が
増
え
て
、
も
と
か
ら
あ
っ
た
開
放
性
が
さ
ら
に
高
く
な
っ
た
。

加
え
て
隣
家
が
空
い
た
の
を
月
額
四
万
円
で
借
り
上
げ
、
病
気
の
人
や
、
静

か
な
雰
囲
気
を
好
む
利
用
者
の
た
め
に
提
供
し
て
い
る
。
こ
の「
は
な
れ
」で
、

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
も
実
践
し
た
。

「
向
か
い
」の
開
設
は
二
〇
〇
五
年
四
月
。
そ
の
時
ま
で
に
富
山
県
と
富
山

市
に
よ
る「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
住
宅
活
用
施
設
整
備
事
業
」が
ス
タ
ー

ト
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
県
か
ら
二
〇
〇
万
円
、
市
か
ら
三
〇
〇
万
円
の

補
助
金
が
出
た
が
、 

惣
万・ 西
村
の
個
人
で
二
八
〇
〇
万
円
を
負
担
し
て
お

り
、
土
地
は
ふ
た
り
の
共
同
名
義
、
家
屋
は
N　
P　
O
名
義
で
あ
る
。「
貸
し

て
く
れ
る
銀
行
は
あ
る
が
、
利
息
が
高
い
の
で
借
り
た
く
な
い
」（ 

惣
万
）。
代

表
、
副
代
表
の
手
当
を
高
め
に
設
定
す
る
こ
と
で
次
期
投
資
の
た
め
の
資
金

を
蓄
積
し
、
次
々
に「
向
か
い
」、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
茶
屋
」な
ど
に
投
資

し
て
き
た
。

創
業
期
の
資
金
繰
り
の
苦
労
話
は
、
こ
の
種
の
市
民
事
業
体
に
つ
き
も
の

で
あ
る
。
建
設
費
は
四
〇
〇
〇
万
円
、
退
職
金
に
加
え
て
銀
行
に
融
資
を
依

な
っ
て
い
る
」。

施
設
に
お
け
る「
車
椅
子
に
よ
る
長
距
離
の
移
動
は
、
そ
れ
自
体
、
事
故

発
生
率
を
高
め
て
い
る
」と『
こ
の
ゆ
び
調
査
』が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
住

居
で
も
日
常
生
活
で
は
一
〇
米
以
上
の
移
動
は
長
い
と
考
え
ら
れ
る
」の
は
、

言
わ
れ
て
み
れ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
住
宅
ス
ケ
ー
ル
の「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま

れ
」の
建
物
で
は
、
ト
イ
レ
は
居
間
に
併
設
し
て
お
り
、
尿
意
を
も
よ
お
し

た
利
用
者
を
ワ
ー
カ
ー
が
ト
イ
レ
に
誘
導
し
て
い
る
が
、
そ
の
移
動
距
離
は

数
歩
の
範
囲
内
で
あ
る
。

市
民
事
業
体
に
と
っ
て
最
大
の
ネ
ッ
ク
は
、
志
は
あ
っ
て
も
資
金
力
が
と

も
な
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
あ
ら
た
め
て
、
生
協
系
事
業
体
の

資
金
力
の
大
き
さ
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
初
期
投
資
は
、
創
業
者
個
人
の
私
的
所
有
地
と

退
職
金
の
投
入
と
い
う
、
ま
こ
と
に
旧
来
型
の「
篤
志
家
」の
志
に
よ
っ
て
担

わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
現
在
も
土
地
は
代
表
者
の
個
人
所
有
で
あ
り
、
建
物

は
代
表・副
代
表
の
共
同
名
義
、
一
部
は
住
宅
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
向
か
い
が
た
ま
た
ま
引
っ
越
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
土
地
に

あ
っ
た
老
朽
家
屋
を
と
り
こ
わ
し
て
木
造
二
階
建
て
の「
向
か
い
」を
新
築
し

た
。「
向
か
い
」は
、
富
山
県
産
の
杉
材
を
用
い
、
ゆ
っ
た
り
し
た
リ
ビ
ン
グ

に
台
所
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
用
の
個
室
三
室
を
備
え
た
う
え
に
、
冬
の
対
策

に
床
暖
房
を
入
れ
た
快
適
な
建
物
で
あ
る
。「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」は
住
宅

創
業
資
金

6

❖
8 

こ
の
記
録
は
二
〇
一
〇
年
に
開
設
一
七
周
年
を
迎
え
て
、
一
七
年
間
無
事
故
へ
と
更
新
さ

れ
た
。
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い
」と
し
て
い
る
が
、
他
方「
新
設
し
た
場
合
に
は
多
額
の
先
行
投
資
を
要
し
、

小
規
模
事
業
所
に
と
っ
て
は
少
な
か
ら
ぬ
負
担
と
な
る
」と
指
摘
し
て
い
る
。

行
政
が
こ
の
よ
う
な
事
業
モ
デ
ル
に
理
解
も
支
援
も
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
創

業
者
の
自
己
資
金
に
依
存
す
る
ほ
か
な
い
。

行
政
に
よ
る
創
業
支
援
事
業
に
あ
た
る
の
は
、
二
〇
〇
四
年
に
で
き
た
県

の「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
住
宅
活
用
施
設
整
備
事
業
」で
あ
る
。
新
築
の
場

合
に
上
限
一
〇
〇
〇
万
円
ま
で
、
増
改
築
に
際
し
て
上
限
三
〇
〇
万
円
ま
で
、

助
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
富
山
ケ
ア
ネ
ッ
ト
を
窓
口
と
す
る
行
政

と
の
粘
り
強
い
交
渉
の
結
果
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
向
か
い
」は
そ
の
適

用
対
象
第
一
号
と
な
っ
た
。
創
業
期
に
は
行
政
か
ら
何
の
支
援
も
な
か
っ
た

も
の
が
、
市
民
事
業
体
の
主
導
で
行
政
を
動
か
し
て
き
た
成
果
と
言
え
る
。

担
当
部
局
は
厚
生
企
画
課
、
つ
ま
り
高
齢
者
福
祉
担
当
で
も
、
障
害
者
福
祉

担
当
で
も
な
い
。
担
当
者
と
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
で
、「
ど
ち
ら
か
ら
も
抵
抗
が

あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
」と
水
を
向
け
る
と
、
こ
の
事
業
を
牽
引
し
て
き
た

県
の
担
当
者（
四
〇
代
、
男
性
）は
、「
県
と
し
て
は
縦
割
り
に
は
し
な
い
か
た
ち

で
や
っ
て
い
き
た
い
が
、
他
の
課
か
ら
は
い
や
が
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
」と

い
う
答
が
返
っ
て
き
た
。
市
の
障
害
福
祉
課
の
担
当
者（
三
〇
代
、
男
性
）も「
介

護
保
険
課
と
の
連
携
は
あ
ま
り
な
い
」と
証
言
す
る
。
ま
た「
国
と
の
交
渉
で

は
富
山
型
を
担
当
で
き
る
窓
口
が
な
い
、
国
レ
ベ
ル
は
、
い
ち
ば
ん
縦
割
り

が
激
し
い
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
変
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
」（
県
）と
指
摘

す
る
。

二
〇
〇
三
年
に
は
小
泉
政
権
下
の
構
造
改
革
特
区
構
想
の
も
と
で
、
県
と

頼
し
た
が
断
ら
れ
、
国
民
金
融
公
庫
か
ら
六
〇
〇
万
円
借
り
て
、
こ
れ
は

一
〇
年
間
で
返
済
し
た
。
ま
た
開
業
時
、
報
道
な
ど
の
影
響
で
見
知
ら
ぬ
人

た
ち
か
ら
の
小
口
の
寄
付
が
積
も
り
積
も
っ
て
、
一
五
〇
〇
万
円
に
達
し
た
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
、
中
島
教の
り

之ゆ
き
と
い
う
僧
侶
が
、「
こ
こ
は
富
山
に
で
き

た
新
し
い
寺
だ
」と
し
て
、
東
京
で
た
く
さ
ん
の
寄
付
を
集
め
て
く
れ
た
。

開
業
時
に
は
賛
助
会
が
あ
り
、
二
年
目
に
は
小
口
の
寄
付
で
一
〇
〇
〇
万
円

集
ま
っ
た
。
茶
屋
町
で
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
開
所
す
る
際
に
は
、
二
〇
〇
〇 

万
円
無
利
子
で
借
り
入
れ
た
。

こ
れ
ら
の
資
金
調
達
に
は
創
業
期
の
メ
デ
ィ
ア
効
果
が
あ
ず
か
っ
て
い
た
。

こ
の
メ
デ
ィ
ア
効
果
は
株
式
上
場
に
も
似
た
一
種
の
創
業
者
利
得
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
、
二
例
目
以
降
の
追
随
者
に
は
効
果
が
逓
減
す
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
メ
デ
ィ
ア
効
果
は
、
職
員
採
用
の
場
面
で
も
効
力
を
発
揮
し
た
。

先
述
し
た
福
祉
医
療
機
構
の「
小
規
模
多
機
能
調
査
報
告
書
」に
よ
れ
ば
、

対
象
と
し
た
一
九
事
業
所
の
う
ち
、
自
己
所
有
の
三
事
業
所
を
除
い
て
他
は

賃
貸
。
賃
貸
料
の
平
均
は
月
額
六
万
円（
こ
の
他
に
無
償
貸
与
一
件
）、
平
均
契
約

期
間
三
〇
年
と
破
格
の
好
条
件
で
あ
る
。
改
修
費
の
平
均
は
約
八
四
〇
万

円
。
自
己
所
有
の
三
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
取
得
費
用
が
平
均
三
九
六
〇
万

円
、
う
ち
自
己
資
金
一
六
五
〇
万
円
、
借
入
金
一
三
三
〇
万
円
、
寄
付
金

九
八
〇
万
円
と
な
り
、
補
助
金
は
い
ず
れ
の
場
合
も
ゼ
ロ
。「
報
告
書
」は

「
既
存
の
建
物
の
改
修
な
ど
の
例
が
多
く
、
初
期
投
資
も
少
な
く
大
き
な
問

題
と
は
な
っ
て
い
な
い
」。「
賃
借
料
、
減
価
償
却
費
の
合
計
額
の
比
率
は

所
有
の
形
態
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
ら
ず
、
収
支
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
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柔
軟
な
姿
勢
が
、
市
民
事
業
体
の
創
業
支
援
事
業
を
可
能
に
し
た
。
だ
が
、

い
ず
れ
も
個
人
的
な
力
量
や
資
質
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
点
に
は
限
界
が

あ
る
。
ま
た「
富
山
な
ら
で
は
の
潤
沢
な
住
宅
資
源
を
活
用
し
た
い
」（
県
）と

い
う
よ
う
に
、「
持
ち
家
率
全
国
一
位
」の
地
域
特
性
も
見
逃
せ
な
い
。
不
動

産
取
得
に
高
額
の
資
金
が
か
か
る
大
都
市
圏
で
は
、
小
規
模
多
機
能
型
施
設

を
開
設
す
る
初
期
投
資
は
個
人
の
負
担
能
力
を
越
え
る
だ
ろ
う
か
ら
、
も
っ

と
積
極
的
な
公
的
支
援
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。「
小
規
模
多
機
能
調
査
報

告
書
」に
あ
る
賃
貸
の
一
事
例
は
、
貸
し
主
が「
市
町
村
」と
い
う
も
の
。
公

共
団
体
が
土
地
家
屋
の
所
有
者
と
な
り
、
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
者
と
の
賃
貸

契
約
や
事
業
委
託
を
す
す
め
る
方
式（
生
協
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
の
あ
い

だ
で
、
こ
の
よ
う
な
事
業
委
託
契
約
を
結
ん
で
い
る
）が
、
も
っ
と
普
及
し
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
は
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ア
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

だ
ろ
う
か
?

先
行
す
る
ふ
た
つ
の
調
査
報
告
書
は
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」と
は
利
用

者
本
人
が
自
分
ら
し
く
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る「
居
場
所
」、「「
こ
の
ゆ
び

と
ー
ま
れ
」に
集
う
家
族
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
実
習
生
、
見
学
者
な
ど
す
べ

て
の
人
々
が
環
境
の
一
部
」と
な
る
日
常
生
活
の
場
と
表
現
す
る
。
他
の
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
と
違
う
の
は
、
日
課
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
い「
計
画
さ
れ
て
い

な
い
ケ
ア
」で
あ
る
。
そ
れ
は「
本
施
設
で
の
生
活
を
日
常
生
活
に
近
づ
け
た

小
規
模
多
機
能
共
生
型
の
ケ
ア
実
践

7

市
を
巻
き
こ
ん
で「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
推
進
特
区
」を
申
請
。「
高
齢
者

か
ら
障
害
者（
児
）、
子
ど
も
ま
で
」の
共
生
ケ
ア
に
、
介
護
保
険
と
支
援
費

制
度
を
相
乗
り
で
き
る
規
制
緩
和
が
認
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
六
年

の
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
と
も
な
っ
て
、
地
域
限
定
だ
っ
た
福
祉
特

区
が
全
国
に
適
用
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
地
方
の
先
進
的
な
一
事
業
所
の

ケ
ア
実
践
が
、
全
国
の
ル
ー
ル
を
変
え
た
希
有
な
例
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
も

N　
P　
O
と
行
政
は
二
人
三
脚
を
実
現
し
た
。

県
の
担
当
者
は
現
場
と
密
に
連
絡
を
取
る
姿
勢
が
あ
り
、
助
成
の
対
象
も

「
富
山
型
と
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
あ
ま
り
細
か
い
こ
と
に
こ
だ
わ

ら
な
い
よ
う
に
柔
軟
に
運
用
し
て
い
る
」と
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
業

へ
の
レ
イ
ト
カ
マ
ー（
後
か
ら
の
参
入
者
）は
、
制
度
の
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー（
タ
ダ
乗

り
）と
な
る
わ
け
だ
が
、「
そ
れ
で
い
い
」と 

惣
万
は
言
う
。

「
ケ
ア
ネ
ッ
ト
と
は
つ
ね
に
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え

て
予
算
を
つ
く
る
。
自
身
で
ケ
ア
ネ
ッ
ト
の
会
合
に
参
加
し
た
り
、
直
接
施

設
に
行
っ
て
要
望
を
聞
い
た
り
も
す
る
」（
県
）「
民
間
の
土
壌
が
し
っ
か
り
し

て
い
て
、
民
間
同
士
の
つ
な
が
り
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
、
行
政
が
制

度
運
営
に
つ
い
て
困
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
」（
市
）と
、
民
間
主
導
の
動
き

に
行
政
が
追
随
し
て
き
た
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
。
富
山
型
に
つ
い
て
の
理

解
は
深
く
、
積
極
的
か
つ
柔
軟
に
支
援
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
。

県
の
担
当
者
は
、
県
知
事
が
交
代
し
た
と
き
に
は
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」

の
現
地
視
察
を
も
く
ろ
み
、
知
事
の「
啓
蒙
」に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
。

富
山
で
は
創
業
者
の
熱
意
と
創
意
、
そ
し
て
行
政
の
担
当
者
の
使
命
感
と
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聞
き
、
利
用
者
か
ら
学
び
、
利
用
者
の
望
む
ケ
ア
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
が（
ワ
ー
カ
ー
か
ら
）読
み
取
れ
る
」（
か
っ
こ
内
引
用
者
）と 

平
野
は
指
摘
し
、「
利

用
者
本
位
」、「
当
事
者
主
権
」が
実
践
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

だ
が『
富
山
型
報
告
書
』は
同
じ
ケ
ア
を
、「
よ
く
言
え
ば
柔
軟
、
悪
く
言
え

ば
未
だ
手
探
り
で
進
ん
で
い
る
」と
表
現
す
る
。
他
方
で
、「
多
様
な
経
歴
を

持
つ
同
僚
の
行
う
多
様
な
ケ
ア
を
盗
む
と
い
う
、
い
わ
ば
職
人
的
な
ケ
ア
が

要
求
さ
れ
る
」﹇ 

平
野
編2005

﹈と
指
摘
さ
れ
る
。「
柔
軟
な
ケ
ア
」に
は
、「
高
い

能
力
」が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
富
山
型
報
告
書
』は
、「
ス
タ
ッ
フ
の
再

教
育
や
新
た
な
資
格
取
得
に
向
け
て
の
機
会
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
」

を
課
題
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
は
、
ワ
ー
カ
ー
の
研
修
は

三
日
間
と
短
く
、
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
に
あ
た
る
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
月
一

回
。
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
に
、
利
用
者
の
イ
ン
テ
イ
ク
は
実
施
さ
れ
て
い
な

い
。
イ
ン
テ
イ
ク
と
は
、
利
用
者
の
生
活
歴
や
家
族
状
況
を
聞
き
取
り
、
そ

れ
を
現
場
の
ス
タ
ッ
フ
と
共
有
す
る
こ
と
で
標
準
的
な
ケ
ア
を
実
現
す
る
た

め
の
方
法
で
あ
り
、
先
進
的
と
い
わ
れ
る
施
設
で
は
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
は
利
用
者
の
背
景

を
知
ら
な
い
ま
ま
、
ワ
ー
カ
ー
は
相
手
に
対
面
し
、
臨
機
応
変
で
柔
軟
な
対

応
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
小
規
模
サ
ー
ビ
ス
の
共
通
点
と
し
て
、
経

営
者
が
経
営
に
専
従
す
る
ほ
ど
の
ゆ
と
り
が
な
く
、
自
ら
ケ
ア
に
入
る
こ
と

に
よ
る
影
響
力
、
い
わ
ば
背
を
見
て
学
ぶ
無
言
の
研
修
が
、
も
っ
と
も
効
果

を
発
揮
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
小
規
模
多
機
能
調
査
報
告
書
」﹇2005: 16

﹈

い
と
い
う
」ス
タ
ッ
フ
の
意
図
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る﹇ 

平
野
編2005

﹈。

事
実
、
訪
れ
た「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
景
観
は
、
一
見
何
の
ル
ー
ル
も

な
い
か
の
よ
う
に
雑
然
と
し
て
お
り
、
ワ
ー
カ
ー
が
私
服
を
着
用
し
て
い
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
誰
が
利
用
者
で
誰
が
ワ
ー
カ
ー
か
が
に
わ
か
に
は
判
別
で

き
な
い
。
わ
た
し
た
ち
調
査
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
も
、
た
だ
ち
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
引
き
入
れ
ら
れ
、
多
動
性
の
児
童
の
あ
と
を
お
い
か
け
ま
わ
す
こ

と
に
な
っ
た
。
食
事
ど
き
の
ほ
か
は
決
ま
っ
た
日
課
も
な
く
、
排
泄
介
助
も
、

入
浴
介
助
も
、
利
用
者
の
様
子
を
見
な
が
ら
個
別
に
対
応
が
あ
り
、
に
ぎ
や

か
な
が
ら
ゆ
る
ゆ
る
と
一
日
の
時
間
が
過
ぎ
て
い
く
。
ト
イ
レ
も
風
呂
も
リ

ビ
ン
グ
に
隣
接
し
て
お
り
、
移
動
距
離
が
短
い
か
ら
、
転
倒
の
危
険
も
少
な

く
粗
相
を
す
る
こ
と
も
少
な
い
。
移
動
介
助
の
負
担
も
少
な
い
だ
ろ
う
。
一

見
し
た
と
こ
ろ
、「
何
も
し
て
い
な
い
」ケ
ア
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
究
極

の
個
別
ケ
ア
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
ケ
ア
は「
見
守
り
ケ
ア
」と
呼
ば
れ
る
が「
見
守
り
と
は
、
当
然
無
作

為
で
は
な
く
、
利
用
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
常
に（
従
来
型
施
設
よ
り

は
、
格
段
に
高
い
頻
度
で
）保
持
し
て
い
る
と
い
う
、
特
有
の（
個
別
の
）ケ
ア
を
し
て

い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」。
し
た
が
っ
て「
見
守
り
ケ
ア
」は「
な
が
ら

ケ
ア
」で
も
あ
り
、「
ス
タ
ッ
フ
が
身
に
つ
け
る
べ
き
重
要
な
技
術
で
あ
る
」

﹇ 

平
野
編2005

﹈と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
ケ
ア
の
技
量
は
ど
う
や
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
か
?

「
自
分
の
援
助
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い
時
、
い
ち
ば
ん
に
聞
く
相
手
は

リ
ー
ダ
ー
で
も
な
く
同
僚
で
も
な
く
、
利
用
者
で
あ
る
と
い
う
。
利
用
者
に



図25  「このゆびとーまれ」デイサービス利用者 出典：［東京大学社会学研究室・建築学研究室 2006： 352］
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が「
経
営
者
は
そ
の
多
く
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
利
用
者
の
処
遇
に

も
携
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
熱
意
に
よ
っ
て
事
業
が
支
え
ら
れ
て
い
る
」と
指

摘
す
る
よ
う
に
、「
経
営
者
の
重
要
性
」は
大
き
い
。

ふ
た
つ
の
先
行
研
究
の
う
ち
、『
こ
の
ゆ
び
調
査
』は
、
面
接
に
も
と
づ
く

て
い
ね
い
な
調
査
で
は
あ
る
が
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
通
例
と
し
て
、
当
事
者
の

発
言
、
つ
ま
り「
当
事
者
が
し
て
い
る
と
自
己
申
告
す
る
こ
と
」を
中
心
に
ま

と
め
た
結
果
、
事
例
の
賛
辞
に
傾
き
が
ち
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
。「
利
用
者

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
従
来
型
の
施
設
よ
り
は
格
段
に
高
い
頻
度

で
」成
立
し
て
い
る
と
、「
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」と
推
測
す
る
が
、
実
証

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
研
究
で
は
、
建
築
学
の
チ
ー
ム
が
特

養
併
設
デ
イ
、
社
協
経
営
の
デ
イ
な
ど
計
四
施
設
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
定
点

調
査
を
実
施
し
、
実
証
デ
ー
タ
を
比
較
し
た9

❖

【
図
25
】。
図
25
か
ら
わ
か
る
の

は
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
以
下
の
特
徴
で
あ
る
。

（
1
） 他
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で「
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」と
い
う
分
類
に
含
ま

れ
る
活
動
が「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
は
い
ち
じ
る
し
く
少
な
く
、

「
無
為
」に
分
類
さ
れ
る
行
為
が
多
い
。

（
2
） 食
事
介
助
が
他
施
設
の
よ
う
に
一
定
の
時
間
に
集
中
し
て
い
な
い
。

（
3
） 会
話
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
他

施
設
の
よ
う
に
波
が
少
な
い
。
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詳
細
は
報
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書﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006; 333-362

﹈参
照
。
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3 6 4ケアの社会学

り
そ
れ
に
対
応
す
る
ス
タ
ッ
フ
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
を
可
能
に
し

て
い
る
の
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
中
心
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
数
の
多
さ
で

あ
る
。 

﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006: 353

﹈

そ
れ
に
加
え
て
、
現
地
調
査
で
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」に
は
、
二
名
の
高
齢
者
が
宿
泊
し
て
い
る
。
と
い
う

よ
り
も
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
る
。
ど
こ
に
寝
泊
ま
り
す
る
の
か
と
た
ず
ね

る
と
、「
そ
こ
に
布
団
敷
け
ば
寝
れ
る
や
ろ
」と
、 

惣
万
は
畳
敷
き
の
和
室
を

目
で
示
し
た
。

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
提
供
し
て
い
な
い「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
は
、
こ

の
ふ
た
り
は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
者
で
は
な
い
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
所
に
宿
泊
す
る
の
は
、「
独
自
事
業
」だ
が
、
利
用
料
金
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

の
最
長
利
用
時
間
で
あ
る
一
〇
時
間
分
し
か
請
求
し
て
い
な
い
か
ら
、
む
し

ろ
無
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
の
女
性
は
、

複
雑
な
家
庭
の
事
情
を
持
っ
て
お
り
、
家
族
は
い
る
が
、
経
済
的
に
余
裕
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
引
き
取
り
に
来
な
い
。
家
族
が
こ
の
よ
う
に
放
り

出
し
た
高
齢
者
を
引
き
受
け
て
お
世
話
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
家
族
の
介

護
放
棄
を
補
完
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
と
た
ず
ね
た
わ
た
し
に
、
代
表

の 
惣
万
は
こ
う
答
え
た
。

「
た
し
か
に
そ
の
通
り
。
だ
が
、
行
き
場
の
な
い
年
寄
り
を
見
捨
て
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
」。

も
う
ひ
と
つ
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
介
護
の
志
の
高
さ
を
示
す
エ
ピ

（
4
） ワ
ー
カ
ー
の
人
数
も
波
が
少
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含
め
て
つ
ね
に

一
定
数
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
以
上
の
特
徴
は
、
社
会
福
祉
法
人
経
営
の
特

養「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」併
設
の
通
所
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
同
様
の
調
査

デ
ー
タ【
図
26
】と
比
べ
る
と
、
よ
り
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
す
る
。
図
26
で
は

「
会
話
」と「
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」に
あ
た
る
活
動
が
一
日
の
特
定
の
時
間
帯

に
集
中
し
て
お
り
、
職
員
の
誘
導
に
よ
っ
て「
皆
さ
ん
、
ご
一
緒
に
」の
集
団

活
動
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

調
査
を
担
当
し
た
建
築
学
の
研
究
者 

岡
本
和
彦
は「
無
為
」と
は
何
か
、
と

問
い
か
け
る
。
他
施
設
の
よ
う
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
全
員
参
加
の
時
に

は
、「
無
為
」は
ゼ
ロ
に
減
る
が
、
そ
れ
は
強
制
で
も
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

相
対
的
に
活
動
の
波
の
少
な
い「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
観
察
を
述
べ
る
。

昼
食
の
時
間
は
決
ま
っ
て
い
る
が
、
他
の
人
と
は
違
う
時
間
に
食
べ

て
い
た
り
、
お
や
つ
も
様
々
な
時
間
に
食
べ
る
た
め
、
ど
の
時
間
帯
に

も
食
事
が
数
人
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
子
ど
も

や
障
害
者
を
含
む
多
様
な
利
用
者
が
同
一
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
一
日
を
過

ご
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
昼
食
と
い
う
大
き
な
行
事
で
も
体
調
や
気

分
に
よ
っ
て
時
間
を
ず
ら
す
人
が
い
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
食
事
は
、

排
泄
、
入
浴
と
並
ぶ
重
要
な
ケ
ア
で
あ
り
、
食
事
を
す
る
人
が
い
る
限
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ソ
ー
ド
が
あ
る
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
も
と
も
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
す
る
役

割
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
彼
ら
は
隣
家
を
借
り
て「
は
な
れ
」と
し
、
こ
れ
以

上
や
る
こ
と
が
な
い
と
し
て
病
院
か
ら
退
院
を
す
す
め
ら
れ
た
高
齢
者
の
終

末
ケ
ア
を
実
践
し
た
。
医
師
は
退
院
を
す
す
め
、
本
人
も
そ
れ
を
望
ん
だ

が
、
家
族
は
在
宅
介
護
に
不
安
を
示
し
た
。
そ
こ
に
介
入
し
て
、「
い
つ
も

通
っ
て
い
た「
こ
の
ゆ
び
」に
来
る
か
」と
い
う
提
案
を
、
本
人
が
受
け
い
れ

た
。
本
人
の
選
択
だ
け
で
な
く
、
医
師
の
信
頼
と
、
家
族
の
同
意
が
そ
ろ
わ

な
け
れ
ば
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
は
成
り
立
た
な
い
。 

惣

万
と 

西
村
は
、
静
か
な「
は
な
れ
」の
一
室
を
病
室
と
し
、
ベ
ッ
ド
の
脇
に
毎

夜
添
い
寝
し
て
、
利
用
者
を
看
取
っ
た
。 

惣
万
と 

西
村
の
ふ
た
り
が
看
護
師

資
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
看
取
り
に
は
有
利
に
働
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の「
家
族
も
及
ば
ぬ
介
護
」は
利
用
者
家
族
か
ら
は
、
た
い
へ
ん
感
謝
さ
れ
た
。

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
範
囲
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

「
富
山
型
」は「
小
規
模
多
機
能
」で
は
あ
る
が
、
つ
ね
に「
共
生
型
」で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
。

『
富
山
型
報
告
書
』﹇2005

﹈は
、「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
確
た
る
定
義
は
な
い
」と
い
う
。「
高
齢
者・
障
害
者（
児
）・
乳
幼
児
の
複

合
利
用
を
も
っ
て「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」の
特
徴
と
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
」が
、
二
一
の
対
象
施
設
を「
実
際
に
訪
問
調
査
す
る
中
で
、
必
ず
し
も
そ

の
通
り
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
」な
っ
て
い
る
。「
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

共
生
型
の
効
果

8

図26  「ラポール藤沢」デイサービス利用者 出典：［東京大学社会学研究室・建築学研究室 2006： 355］
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3 6 6ケアの社会学

る
」と『
富
山
型
報
告
書
』は
指
摘
す
る
。
経
営
側
も「
年
寄
り
で
稼
い
で
、
子

ど
も
に
つ
ぎ
こ
む
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
い
う
よ
う
に
、
手
の
か
か
る
障
害
者（
児
）

の
世
話
は
、
事
業
者
側
に
と
っ
て
も
、
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
負
担
は
大
き

い
。
わ
た
し
た
ち
の
調
査
で
も
、
多
動
性
の
児
童
に
一
人
の
ワ
ー
カ
ー
が
張

り
つ
い
て
走
り
ま
わ
る
シ
ー
ン
が
観
察
さ
れ
た
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
多
さ

が
常
勤
ス
タ
ッ
フ
が
重
度
の
要
介
護
者
に
集
中
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

利
用
者
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
声
が
聞
か
れ
た
。

小
さ
い
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
こ
の
ゆ
び
で
は
い
ろ
ん
な
人
が
い

て
楽
し
み
。
こ
の
ゆ
び
に
来
る
こ
と
が
楽
し
み（
男
性
、
六
〇
代
）。

通
所
は
二
週
間
お
き
だ
か
ら
、
次
に
来
た
と
き
に
は
ハ
イ
ハ
イ
し
て

い
な
か
っ
た
子
が
ハ
イ
ハ
イ
し
て
い
た
り
、
そ
の
子
が
近
く
ま
で
来
た

り
、
声
か
け
る
と
こ
こ
ま
で
来
る
の
で
だ
っ
こ
し
て
お
守
り
す
る
と

い
う
変
化
を
楽
し
み
に
し
て
ま
た
火
曜
日
に
来
る
。
子
ど
も
っ
て（
成
長

が
）早
い
な
、
と
思
う（
か
っ
こ
内
引
用
者
）（
女
性
、
九
〇
代
）。

定
点
観
測
か
ら
は
、
高
齢
者
と
子
ど
も
と
の
交
流
、
た
と
え
ば
子
ど
も
の

動
き
を
目
で
追
っ
た
り
、
そ
ば
を
通
る
子
ど
も
に
手
を
出
し
た
り
、
お
む
つ

交
換
を
見
守
る
行
為
が
観
察
さ
れ
た
。
も
と
も
と
高
齢
者
同
士
に
自
発
的
な

交
流
が
期
待
し
に
く
い
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
子
ど
も
の
存
在
が
刺
激
に
な
っ

よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
い
ず
れ
の
事
業
所
に
お
い
て
も
障
害
者

（
児
）や
乳
幼
児
を
積
極
的
に
受
け
い
れ
て
い
る
実
態
で
も
な
い
こ
と
が
う
か

が
え
る
」。

私
た
ち
の
調
査
で
も
、
訪
問
調
査
し
た
関
連
五
施
設
の
う
ち
、「
共
生
型
」

は
二
施
設
に
限
ら
れ
た
。
だ
が
、
行
政
は「
共
生
型
」の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
富
山
型
」を
小
規
模
多
機
能
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
総
称
と
し
て
用
い
て

お
り
、
富
山
ケ
ア
ネ
ッ
ト
も
多
様
性
を
含
ん
だ
事
業
体
の
連
携
と
な
っ
て
い
る
。

「
共
生
型
」の
効
果
は
ど
う
だ
ろ
う
か
?

「
お
年
寄
り
の
感
想
は
、
子
ど
も
は
う
る
さ
い
が
か
わ
い
い
と
い
う
」（ 

惣
万
、

ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）、「
子
ど
も
は
イ
ヤ
だ
と
思
う
人
は
も
と
も
と
来
ま
せ
ん
。（
中
略
）

「
子
ど
も
が
お
る
か
ら
気
が
晴
れ
る
」と
い
う
お
年
寄
り
が
利
用
し
て
く
れ
て

い
る
ん
で
す
」（ 

西
村
）。
他
方
、
乳
幼
児
に
つ
い
て
は
、「
富
山
で
は
待
機
児

は
ゼ
ロ
に
近
い
状
態
。
そ
れ
で
も
こ
こ
に
来
て
く
れ
る
の
は
、「
こ
の
ゆ
び
」

な
ら
優
し
い
子
に
育
つ
と
親
が
選
ん
で
く
れ
て
い
る
ん
で
す
」（ 
西
村
）﹇ 

惣
万・ 西

村2003

﹈。

こ
う
い
う
と
高
齢
者
、
子
ど
も
の
双
方
に
い
い
こ
と
ず
く
め
の
よ
う
に
聞

こ
え
る
が
、
実
際
に
は
他
に
受
け
皿
の
な
い
障
害
児
の
利
用
が
多
く
、
そ
の

こ
と
は
施
設
側
に
大
き
な
負
担
を
強
い
て
い
る
。「
多
動
児
や
奇
声
の
あ
る

障
害
児・者
や
精
神
障
害
者
を
受
け
い
れ
る
と
、
逆
に
高
齢
の
利
用
者
が
落

ち
つ
か
な
く
な
っ
た
り
利
用
を
や
め
た
り
す
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
指
摘

さ
れ
」、「
多
動
の
子
が
利
用
す
る
こ
と
で
ス
タ
ッ
フ
一
人
が
張
り
付
く
こ
と

と
な
り
、
他
の
業
務
が
手
薄
に
な
る
旨
の
懸
念
も
、
現
実
に
は
持
た
れ
て
い



3 6 7 第 14章　協セクターにおける先進ケアの実践

週
に
五
日
も
い
か
な
く
て
も
い
い
と
思
う
が
、
本
人
が
進
ん
で
行
く

（
家
族
、
女
性
、
五
〇
代
）。

（
認
知
症
の
妻
は
）こ
こ
で
は
お
昼（
ご
は
ん
）を
全
部
食
べ
る
。
最
初
の
頃

は
、
建
物
に
入
る
の
が
い
や
で
、
一
〜
二
時
間
外
で
ご
ね
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
一
〜
二
ヵ
月
で
送
迎
の
車
が
着
く
と
自
分
か
ら

す
す
ん
で
入
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
人
も
今
の
と
こ
ろ
、
毎
日
行
く
気

に
な
っ
て
い
る（
家
族
、
男
性
、
六
〇
代
）。

面
接
調
査
が
可
能
な
利
用
者
五
名（
九
〇
代
女
性
一
名
、
八
〇
代
女
性
一
名
、
七
〇
代

女
性
二
名
、
六
〇
代
男
性
一
名
）に
対
す
る
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
か
ら
は
、
高
い
満
足
度
が

う
か
が
わ
れ
た
。

家
も
よ
い
が
こ
の
ゆ
び
も
よ
い
。
こ
こ
に
来
る
と
勇
気
が
も
ら
え
る

（
男
性
、
七
〇
代
）。

こ
こ
に
い
れ
ば
家
に
比
べ
て
寂
し
く
な
い（
女
性
、
七
〇
代
）。

既
婚
女
性
の
就
労
率
の
高
い
富
山
で
は
、
三
世
代
同
居
と
い
っ
て
も
実
態

は
日
中
独
居
の
高
齢
者
が
多
い
。
女
性
の
労
働
力
率
の
高
い
地
域
で
は
家
族

介
護
資
源
が
少
な
い
た
め
、
施
設
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
が
高

い
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
ニ
ー
ズ
は
も
と
も
と
家
族
の
ニ
ー
ズ
だ
が
、
利

て
い
る
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
る
。『
富
山
型
報
告
書
』の
調
査
メ
ン
バ
ー
、
関

は「
日
課
が
な
い
ぶ
ん
、
子
ど
も
の
存
在
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン・ツ
ー
ル

の
働
き
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
指
摘
す
る
。

『
富
山
型
報
告
書
』は
、「
高
齢
者
と
障
害
者
、
子
供
が
一
緒
に
生
活
す
る

是
非
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
利
用
者
に
対
す
る
悪
影
響
は
な
い
よ
う

で
あ
る
が
、
子
供
に
対
す
る
教
育
効
果
や
高
齢
者
に
対
す
る
安
ら
ぎ
に
つ
い

て
は
主
観
的
な
評
価
し
か
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
客
観
的
な
調
査
が
必
要
で

あ
る
」、
し
た
が
っ
て「「
富
山
型
＝
良
い
」と
評
価
す
る
に
は
ま
だ
早
い
」と

ク
ー
ル
で
あ
る
。

「
利
用
者
は〝
ケ
ア
す
る
―
さ
れ
る
〞と
い
う
心
理
的
負
担
感
を
感
じ
さ
せ

な
い
ス
タ
ッ
フ
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
、
自
分
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
と
い

う
心
地
よ
さ
を
感
じ
て
い
る
」と『
こ
の
ゆ
び
調
査
』は
述
べ
る
。
こ
の
報
告

書
は
、
家
族
か
ら
見
た
利
用
者
に
と
っ
て
の「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
意
義

を
、
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

第
一
は「
行
く
場
所
」と
し
て
の
社
会
参
加
の
意
義
、
第
二
は
自
分
ら
し

く
過
ご
せ
る「
居
場
所
」と
し
て
の
意
義
で
あ
る
。「
自
分
た
ち
家
族
の
都
合

や
希
望
で
利
用
を
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
本
人
自
ら
が「
こ
の
ゆ
び

と
ー
ま
れ
」の
利
用
を
選
択
し
て
い
る
」と
、
利
用
者
家
族
は
語
る
。

そ
の
先
行
研
究
の
分
析
を
裏
付
け
る
発
言
が
、
わ
た
し
た
ち
の
調
査
で
も

得
ら
れ
た
。

利
用
者
と
家
族

9
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こ
の
よ
う
な
高
い
評
価
は
、
利
用
者
本
人
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
ほ
か

の
利
用
者
へ
の
ケ
ア
を
目
撃
す
る
こ
と
で
も
生
ま
れ
て
い
る
。

男
の
人
で
も
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
寝
さ
し
た
り
す
る
し
、

や
っ
ぱ
り
こ
こ
の
人
は
え
ら
い
と
思
う
。
気
持
ち
の
も
ち
よ
う
だ
が
、

な
か
な
か
で
き
な
い
し
ご
と
だ
。
ス
タ
ッ
フ
の
善
行
は
来
世
で
必
ず
報

わ
れ
る（
利
用
者
、
女
性
、
九
〇
代
）。

四
歳
の
子
を
ク
ル
マ
に
乗
せ
て
、
こ
こ
の
男
の
子
と
女
の
子（
職
員
）

が
笑
っ
て
い
る
。
聞
い
て
み
る
と「
病
院
か
ら
退
院
し
て
き
ま
し
た
」と

言
っ
て
、
ふ
た
り
は
う
れ
し
涙
で
泣
き
出
し
た
。
そ
れ
を
見
た
と
き
、

わ
た
し
も
思
わ
ず
涙
が
出
た
。
こ
ん
な
に
真
剣
に
な
っ
て
、
と
思
わ
ず

も
ら
い
泣
き
し
て
し
ま
っ
た（
か
っ
こ
内
引
用
者
）（
女
性
、
九
〇
代
）。

他
の
施
設
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
利
用
者
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
比
較
が

で
き
る
。
利
用
者
の
な
か
に
は
、
他
の
施
設
へ
の
不
信
感
を
述
べ
て「
こ
の

ゆ
び
と
ー
ま
れ
」を
評
価
し
た
人
や
、
高
齢
者
施
設
と
児
童
施
設
と
が
別
々

に
あ
る
事
例
を「
イ
ヤ
な
感
じ
」（
女
性
、
八
〇
代
）と
評
し
た
利
用
者
も
い
た
。

利
用
者
家
族
の
評
価
も
高
い
。

こ
の
ゆ
び
が
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
い
た
か
。
こ
の
ゆ
び
の
お
か

げ
で
生
活
を
変
え
な
く
て
す
む
。
実
の
娘
だ
け
れ
ど
、
実
の
母
親
だ
け

用
者
の
満
足
度
が
高
い
こ
と
が
、
家
族
の
後
ろ
め
た
さ
を
軽
減
し
て
い
る
と
、

 

平
野﹇2005
﹈は
指
摘
す
る
。
本
人
の「
自
発
性
」を
強
調
す
る
家
族
の
発
言
は
、

そ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
に
も
、「
か
ら
だ
の
あ
ち
こ
ち
が
悪
い
の
で
、
病
院
と
同
じ
よ
う

に
看
護
師
の
い
る
こ
の
ゆ
び
が
い
ち
ば
ん
安
心
で
き
る
。
病
院
か
ら
許
可
が

出
て
こ
の
ゆ
び
に
来
て
い
る
、
こ
の
ゆ
び
が
な
か
っ
た
ら
入
院
し
て
い
る
だ

ろ
う
」（
男
性
、
六
〇
代
）。「
入
院
生
活
は
苦
痛
だ
っ
た
。
あ
ん
な
と
こ
ろ
で
寝

て
い
た
く
な
か
っ
た
。
痛
い
目
に
あ
っ
て
ご
縁
で
こ
こ
に
来
た
」（
女
性
、
九
〇

代
）と
、
代
表
、
副
代
表
の
ふ
た
り
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
も
、
安
心
の
理

由
に
な
っ
て
い
る
。

「
こ
の
ゆ
び
で
不
自
由
な
こ
と
は
な
い
。
こ
の
ゆ
び
は
誠
実
、
こ
の
ゆ
び

以
上
の
と
こ
ろ
は
と
り
あ
え
ず
考
え
ら
れ
な
い
」（
六
〇
代
）と
い
う
同
じ
男
性

が
、「
欲
を
言
っ
た
ら
き
り
が
な
い
、
特
別
イ
ヤ
な
こ
と
は
な
い
。
よ
い
と

こ
ろ
も
悪
い
と
こ
ろ
も
含
め
て
こ
の
ゆ
び
だ
と
認
識
し
て
い
る
」と
い
う
よ

う
に
、「
居
場
所
」と
し
て
の「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」に
は
、
一
〇
〇
パ
ー 
セ

ン
ト
の
肯
定
だ
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

利
用
者
の
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
評
価
は
、
す
こ
ぶ
る
高
い
。

職
員
は
み
ん
な
や
さ
し
い（
女
性
、
七
〇
代
）。

ス
タ
ッ
フ
は
よ
く
教
育
さ
れ
て
い
て
よ
い
。
ス
タ
ッ
フ
に
さ
れ
て
イ

ヤ
だ
っ
た
こ
と
は
い
っ
こ
も
な
い（
男
性
、
六
〇
代
）。
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（
男
性
、
六
〇
代
）。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
雰
囲
気
を
見
て
、「
い
ず
れ
自
分
も
利
用
し
た

い
」と
思
う
家
族
も
い
る
。
妻
を
預
け
て
い
る
障
害
者
の
夫
は
、「
ゆ
く
ゆ
く

は
二
人
で
利
用
し
た
い
」（
男
性
、
四
〇
代
）と
い
う
。

だ
が
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で「
居
場
所
」を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
は
、
利
用
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
志
向
と
そ
の
ス
キ
ル
に
も

依
存
し
て
い
る
。
関
は「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
高
い
利
用
者
が
富

山
型
施
設
で
生
き
残
る
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
指
摘
す
る
。
事
業
者
と
利
用
者
と

が
、
そ
の
選
好
に
も
と
づ
い
て
互
い
に
選
択
し
あ
う
に
は
、
十
分
な
選
択
肢

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
来
れ
ば
楽
し
い
が
、（
家
を
）出
る
と
き
は
前
の
晩
か
ら
う
れ
し
い
よ
う
な

気
の
憂
い
よ
う
な
複
雑
な
気
分
に
な
る
。
ま
だ
こ
こ
に
来
る
の
が
イ
ヤ
な
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
ひ
と
り
で
い
ろ
ん
な
人
の
な
か
に
い
る
わ
け
だ
か

ら
、
不
安
で
ね
」（
女
性
、
九
〇
代
）と
率
直
に
語
る
利
用
者
も
い
た
。
ホ
ン
ネ
で

あ
ろ
う
。

他
の
事
業
所
で
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
週
二
日
通
う
利
用
者
が
、「
こ
こ
に

来
る
の
が
楽
し
い
」と
発
言
す
る
の
を
聞
い
て
、「
そ
れ
な
ら
毎
日
い
ら
っ

し
ゃ
り
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
」と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
週
に
二
回
く
ら
い
が

ち
ょ
う
ど
よ
い
」と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
を
探
し
て
、
選
ん
で
、
勧
め
る
の
は
、
本
人
で
は
な
く
在
宅
介
護
に
限
界

を
感
じ
た
家
族
で
あ
る
。
高
齢
者
は
自
宅
に
い
る
こ
と
を
望
む
が
、
不
安
や

れ
ど
、（
介
護
は
）た
い
へ
ん（
女
性
、
五
〇
代
）。

夫
婦
二
人
暮
ら
し
な
の
で
こ
こ
に
来
る
ま
で
は
ず
っ
と
ひ
と
り
で
自

分
が
面
倒
を
み
て
い
た
。
目
が
離
せ
な
く
て
困
っ
て
い
た
が
、
こ
の
ゆ

び
に
来
て
か
ら
は
、
自
分
は
と
て
も
ラ
ク
に
な
っ
た
。
こ
の
ゆ
び
に
来

る
前
は
、
ず
っ
と
二
人
い
っ
し
ょ
に
い
た
が
、
妻
が
こ
の
ゆ
び
に
来
て

か
ら
は
仕
事
に
打
ち
こ
め
る
よ
う
に
な
っ
た（
男
性
、
六
〇
代
）。

認
知
症
の
妻
を
預
け
て
い
る
夫
は
、
生
活
を
支
え
る
た
め
に
も
仕
事
を
辞

め
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
心
か
ら
ほ
っ
と
し
た
様
子
が
う
か
が
え
た
。
そ
し

て「
こ
の
ゆ
び
」を
他
の
事
業
所
と
比
較
検
討
し
て
選
ん
だ
こ
と
も
証
言
し
た
。

近
所
に
デ
イ
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
本
人
は
そ
れ
を
見
て
抵
抗
が

あ
っ
た
。
特
養
に
預
け
た
い
と
思
っ
た
が
、
本
人
が
イ
ヤ
が
り
あ
き
ら

め
た（
男
性
、
六
〇
代
）。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」に
連
れ
て
き
た
と
き
も
最
初
は
中
に
入
る
の
を
イ

ヤ
が
っ
た
が
、
い
ま
は「
す
す
ん
で
」行
く
と
い
う
。

ま
た
介
護
保
険
の
恩
恵
を
も
強
調
し
た
。

介
護
保
険
が
な
か
っ
た
ら
こ
こ
に
も
連
れ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
自
己
負
担
が
月
に
一
〇
万
円
を
超
え
た
ら
き
っ
と
き
つ
い
だ
ろ
う



3 7 0ケアの社会学

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
職
員
、
常
勤・
非
常
勤
合
わ
せ
て
二
八
名（
う
ち

常
勤
一
五
名
）は
、「
小
規
模
多
機
能
調
査
報
告
書
」の
一
九
事
業
所
平
均
一
五

人（
う
ち
常
勤
六・
八
人
、
非
常
勤
八・
二
人
）と
比
べ
て
も
き
わ
だ
っ
て
多
い
。
そ
の

う
ち
有
資
格
者（
の
べ
数
）は
看
護
師
四
名
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
三
名
、
社
会

福
祉
士
一
名
、
社
会
福
祉
指
導
主
事
二
名
、
保
育
士
三
名
、
小・中・高
等
学

校
教
諭
三
名
、
介
護
福
祉
士
三
名
、
ヘ
ル
パ
ー
二
級
三
名
、
管
理
栄
養
士
一

名
、
調
理
師
一
名
と
高
学
歴・有
資
格
者
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
他

に
有
償・無
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
お
り
、
手
厚
い
ケ
ア
を
可
能
に
し
て
い

る
。「
小
規
模
多
機
能
調
査
報
告
書
」の
調
査
は
事
業
者
に
向
け
て
実
施
さ
れ

て
い
る
た
め
、
人
件
費
の
合
計
は
デ
ー
タ
に
あ
る
が
、
職
員
の
給
与
の
デ
ー

タ
は
な
い
。
ち
な
み
に
一
九
事
業
所
の
人
件
費
比
率
の
平
均
は
六
一
%
、
対

し
て「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
人
件
費
比
率
は
二
〇
〇
二
年
度
の
収
支
で

七
二
%
。
民
間
企
業
で
は
人
件
費
比
率
が
七
割
を
超
す
と
経
営
的
に
立
ち
ゆ

か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」が
ど
れ
ほ
ど
人
手

に
お
金
を
か
け
て
い
る
か
が
わ
か
る
。

わ
た
し
た
ち
の
調
査
で
は
、
常
勤・非
常
勤
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
月
額
給
与

を
た
ず
ね
た
。

面
接
し
た
四
名
の
常
勤
職
員
の
う
ち
、
経
験
の
あ
る
三
名
の
月
額
給
与

は
一
七
‐
一
八
万
円
、
入
職
一
年
目
の
も
う
ひ
と
り
の
常
勤
職
は
一
三
万
円

で
あ
る
。
二
名
の
男
性
は
三
〇
代
の
大
卒
者
。「
学
歴
が
高
い
」の
が
、「
こ

の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
職
員
の
特
徴
だ
が
、
地
域
最
低
賃
金（
時
給
）六
四
八
円
、

1　
L　
D　
K
の
家
賃
相
場
が
五・
一
八
万
円
と
、
い
か
に
生
活
費
の
安
い
富
山

寂
し
さ
か
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
が
い
く
ら「
居
場
所
」

を
提
供
し
て
も
、
そ
こ
で
暮
ら
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
、

個
人
に
よ
っ
て
違
う
こ
と
が
、
利
用
者
の
発
言
か
ら
は
う
か
が
わ
れ
る
。
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
が「
居
宅
支
援
事
業
」の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
も
、

こ
の
た
め
で
あ
る
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
利
用
者
は
地
域
と

自
宅
に
と
ど
ま
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
利
用
者
に
も
家
族
に
も
高
く
評
価
さ
れ
る
ケ
ア
実
践
を
支
え

て
い
る
の
は
、
ど
ん
な
ワ
ー
カ
ー
だ
ろ
う
か
?

『
こ
の
ゆ
び
調
査
』に
よ
れ
ば
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の「
主
要
な
ス

タ
ッ
フ
」の
観
察
か
ら
得
ら
れ
た
、
か
れ
ら
に
共
通
す
る
能
力
は
以
下
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。（
1
）高
い
生
活
支
援
技
術
、（
2
）高
い
調
整
力
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
力
、（
3
）人
間
関
係
構
築
力
、（
4
）高
い
介
護
技
術
、（
5
）強

い
共
生
理
念
、（
6
）地
域
へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け
が
で
き
る
能
力
。
も
う

ひ
と
つ
の『
富
山
型
報
告
書
』も
、
ワ
ー
カ
ー
に
は「
高
い
能
力
が
求
め
ら
れ

る
」こ
と
を
指
摘
す
る
。

と
り
わ
け
富
山
型
の「
共
生
ケ
ア
」に
は「
ケ
ア
に
従
事
す
る
職
員（
ス
タ
ッ

フ
）の
動
機
付
け
」と「
ケ
ア
に
従
事
す
る
職
員（
ス
タ
ッ
フ
）の
研
修
」が
不
可
欠

で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
高
い
動
機
付
け
と
高
い
能
力
を
持
つ
ワ
ー

カ
ー
は
、
い
か
に
調
達
さ
れ
、
か
つ
ど
の
よ
う
な
労
働
条
件
の
も
と
で
働
い

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?

ワ
ー
カ
ー
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

10
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業
大
卒
。「
お
カ
ネ
は
あ
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
報
酬
に
見
合
っ
た

生
活
を
す
れ
ば
よ
い
。
ひ
と
り
暮
ら
し
は
無
理
だ
が
、
自
分
が
生
き
る
に
は

十
分
な
報
酬
」と
い
い
、「
報
酬
に
見
合
う
ほ
ど
、
自
分
が
働
い
て
い
る
か
自

信
が
な
い
」と
謙
虚
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
り
の
女
性
、
D
さ
ん（
二
〇
代
）は
短

大
卒
の
介
護
福
祉
士
有
資
格
者
。
手
取
り
給
与
一
三
万
を「
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ

ち
ょ
っ
と
」と
い
う
が
、「
こ
こ
の
給
料
だ
け
で
大
丈
夫
」と
い
う
。

男
性
職
員
を
支
え
て
い
る
の
は
、
妻
の
理
解
と
協
力
、
そ
れ
に
仕
事
と
職

場
へ
の
高
い
自
己
評
価
で
あ
る
。
B
さ
ん
は
、
将
来
の
展
望
と
し
て
社
会
福

祉
住
環
境
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
資
格
を
と
っ
て
、「
い
ず
れ
は（「
こ
の
ゆ
び
と
ー

ま
れ
」と
は
別
の
事
業
所
の
）経
営
者
に
な
り
た
い
」（
か
っ
こ
内
引
用
者
）と
希
望
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
の
準
備
と
し
て「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
現
場
研
修
を
し
て

い
る
と
い
う
気
持
ち
が
、
低
賃
金
の
報
酬
を
補
っ
て
い
る
。
す
で
に
富
山
に

住
宅
を
購
入
し
て
お
り
、
富
山
型
の
創
業
者
に
な
る
と
い
う
意
欲
が
、
B
さ

ん
夫
婦
を
支
え
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
子
ど
も
を
産
め
な
い
、
と
い
う
気

持
ち
も
あ
り
、
将
来
に
不
安
も
あ
る
が
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
働
く
こ

と
を
中
心
に
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
立
て
て
い
る
。
昇
進・昇
給
の
な
い
小
規
模

の
デ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
職
場
で
、
低
賃
金
で
働
く
に
は
、
そ
う
い
う
将
来
目
標

が
な
け
れ
ば
む
づ
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
職
員
は
総
じ
て
モ
ラ
ル
が
高
い
。
職
員
の
定
着

率
も
高
く
、
過
去
の
離
職
者
は
ひ
と
り
の
み
。「
ス
タ
ッ
フ
は
時
間
外
の
仕

事
も
い
と
わ
な
い
」（ 
惣
万
）、「
自
分
か
ら
働
き
た
い
と
言
っ
て
く
る
人
が
多

い
の
で
、
お
の
ず
と
姿
勢
が
違
う
」（ 

西
村
）と
評
価
が
高
い
。
職
場
の
理
念
に

で
も
、
大
卒
三
〇
代
で
こ
の
給
与
は
割
に
合
わ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
お

ど
ろ
く
べ
き
こ
と
に
、
面
接
か
ら
は
、
給
与
に
対
す
る
不
満
は
誰
か
ら
も
聞

か
れ
な
か
っ
た
。

た
だ
し
以
上
の
回
答
は
本
人
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
手
取
額
と

思
わ
れ
る
。
代
表
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
二
年
度
で「
若
い
職
員
の
初
任
給
は

一
四
〜
二
〇
万
円
、
ボ
ー
ナ
ス
は
五
ヵ
月
分
出
せ
て
い
る
」﹇ 

惣
万・ 西
村2003: 

867

﹈と
い
う
。
そ
の
後
、
詳
細
な
賃
金
表
を
見
せ
て
も
ら
う
機
会
を
得
た
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
二
〇
〇
六
年
度
実
績
で
代
表・副
代
表
を
除
く
常
勤
職
員
で

年
収
三
〇
〇
万
円
超
が
一
六
名
、
う
ち
四
〇
〇
万
円
を
超
え
る
職
員
も
二
名

い
る
。
月
額
給
与
は
額
面
で
二
〇
〜
二
七
万
円
、
ボ
ー
ナ
ス
が
四
〜
五
ヵ
月
。

年
収
三
〇
〇
万
円
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
地
方
都
市
で
単

身
者
が
生
活
す
る
に
は
十
分
な
額
だ
が
、
既
婚
者
な
ら
共
働
き
で
な
け
れ
ば

子
ど
も
を
産
み
育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

常
勤
の
大
卒
男
性
二
人
は
共
に
子
ど
も
の
な
い
共
稼
ぎ
の
三
〇
代
の
既
婚

者
。
A
さ
ん
は
脱
サ
ラ
で
転
職
組
。「
年
収
は
以
前
の
仕
事
に
く
ら
べ
か
な

り
下
が
っ
た
が
、
金
銭
面
で
も
奥
さ
ん
は
理
解
し
て
く
れ
て
い
る
」と
い
う
。

B
さ
ん
は
首
都
圏
で
生
協
職
員
を
し
て
い
た
が
、
妻
が
介
護
福
祉
士
の
資
格

を
と
っ
た
こ
と
に
影
響
さ
れ
て
、
福
祉
の
道
に
転
じ
た
。
特
養
で
働
い
た
後
、

妻
と
ふ
た
り
で「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」に
パ
ー
ト
と
し
て
入
る
。
四
ヵ
月
後

に
正
職
員
と
な
っ
た
。「
特
養
の
ほ
う
が
お
給
料
は
よ
か
っ
た
が
、
子
ど
も

が
い
な
い
の
で
給
与
の
確
か
さ
よ
り
は
楽
し
さ
。
お
カ
ネ
に
執
着
は
な
い
」

と
い
う
。
女
性
の
ひ
と
り
C
さ
ん（
三
〇
代
）は
富
山
県
出
身
で
社
会
福
祉
事
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だ
ろ
う
。
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
六
名
に
は
か
つ
て「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の

利
用
者
だ
っ
た
知
的
障
害
者
三
名
が
含
ま
れ
て
い
る
。
登
録
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
一
〇
〇
名
を
超
え
、「
小
学
生
か
ら
八
〇
代
ま
で
」の
多
数
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
出
入
り
は
、
雰
囲
気
を
開
放
的
に
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
見

守
り
を
可
能
に
し
て
い
る
。
代
表
の 

惣
万
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
意
義
を「
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
効
果
」と
い
う
。

つ
ね
に
風
通
し
を
よ
く
し
て
第
三
者
の
目
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
ら
、

よ
い
介
護
を
し
よ
う
と
い
う
い
い
意
味
で
の
緊
張
感
が
う
ま
れ
て
、
自

然
と
質
が
保
た
れ
る
。 

﹇ 

惣
万・ 西
村2003: 886

﹈

ま
た
他
方
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
が「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」を
地
域
と

つ
な
ぐ
強
力
な
サ
ポ
ー
タ
ー
の
役
割
を
果
た
す
。「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の

ケ
ア
の
評
価
者
で
も
あ
り
、
広
報
役
に
も
な
る
。

有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は「
週
五
日
勤
務
で
八
時
半
か
ら
一
六
時
ま
で
」（
男

性
、
二
〇
代
）と
固
定
シ
フ
ト
が
組
ま
れ
て
い
る
。
月
額
給
与
は
月
に
一
万
円

く
ら
い
。
ボ
ー
ナ
ス
は
年
二
回
、
二
〜
三
万
円
。
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
賃

金
の
回
答
は
、
本
人
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
賃
金
表
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
よ
り
多
い
。
代
表
の 

惣
万
は
、
障
害
者
の
福
祉
雇
用
で
は
な
く
、
ゆ
く
ゆ

く
は「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
働
く
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
作
り
た

い
、
生
活
保
護
か
ら
脱
し
て「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
給
料
で
や
っ
て
い
け

る
よ
う
に
し
た
い
、
と
希
望
を
語
る
が
、
そ
の
水
準
に
は
ま
だ
遠
く
及
ば
な

共
感
し
て
入
っ
て
く
る
こ
れ
ら
の
人
々
に
も
メ
デ
ィ
ア
効
果
は
作
用
し
て
い

る
。
特
養
で
働
い
て
い
た
A
さ
ん
は
前
の
職
場
で「
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ

プ
」を
感
じ
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」に
は
最
初
、
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
参
加
し
た
。
D
さ
ん
は
短
大
福
祉
科
の
卒
業
研
究
で
富
山
型
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
の
比
較
研
究
を
し
、
他
施
設
と
比
較
し
て「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」を
選

ん
だ
。

職
員
に
は「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」が
好
き
で
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」を

生
活
の
一
部
と
し
て
組
み
入
れ
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
過
ご
す
こ
と
自

体
を
楽
し
ん
で
い
る
人
が
多
い
。
小
規
模
多
機
能
施
設
は
、
利
用
者
に「
居

場
所
」を
提
供
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
職
員
に
と
っ

て
も「
居
場
所
」と
な
る
よ
さ
が
あ
る
。「
生
活
の
場
」だ
か
ら
、
他
の
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
に
全
員
参
加
の
決
ま
っ
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
し
な
い
。
特

養
経
験
者
の
A
さ
ん
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
入
っ
た
と
き
、「
こ
こ
は
何
も
し

て
い
な
い
と
思
い
、
魅
力
を
感
じ
た
」と
い
う
。

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
時
給
八
〇
〇
円
の
非
常
勤
。
他
の
事
業
所
の
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
に
比
べ
て
い
ち
じ
る
し
く
低
い
が
、
代
表
と
の
個
人
的
な
関
わ
り

か
ら「
こ
の
ゆ
び
に
拾
っ
て
も
ら
っ
た
」と
不
満
は
聞
か
れ
な
い
。

経
営
者
の
人
柄
や
施
設
の
魅
力
に
惹
か
れ
て
人
材
が
集
ま
っ
て
く
る
の
が
、

富
山
型
の
特
徴
で
あ
る
。
経
営
者
と
い
え
ど
も
、
代
表
、
副
代
表
と
も
に
日

常
的
に
ケ
ア
業
務
に
入
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も「
小
規
模
多
機
能
調
査
報
告

書
」に
い
う「
経
営
者
の
重
要
性
」が
確
認
で
き
る
。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
特
徴
は
有
償・
無
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
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配
り
を
す
る
」（
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
女
性
、
四
〇
代
）と
い
う
発
言
が
そ
れ
に
あ
た

る
。
多
様
な
利
用
者
が
お
り
、
特
に
動
き
の
大
き
い
子
ど
も
の
い
る
場
合
に

は
、
専
門
的
な
知
識
が
な
く
て
も「
見
守
り
」の
役
目
を
果
た
す
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
存
在
は
、
事
故
防
止
に
も
役
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
職
員
は
さ
ら
に
手
の
か
か
る
重
度
の
利

用
者
の
ケ
ア
に
集
中
で
き
る
態
勢
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
富
山
型
」に
つ
い
て
、
謎
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
事
業

者
も「
家
族
的
」と
い
う
表
現
を
、
肯
定
的
な
標
語
と
し
て
掲
げ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
利
用
者
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は「
笑
顔
の
大
家
族
」

（「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」）、「
親
子
じ
ゃ
な
い
の
に
家
族
で
す
」（「
に
ぎ
や
か
」）と
書

か
れ
て
い
る
。

ふ
た
つ
の
報
告
書
も「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
雰
囲
気
を「
暖
か
く
、
家

庭
的
」と
評
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
民
家（
改
造
）型
の
小
規
模
で
畳
の
あ
る
空
間
、
茶
碗
や
箸
が
ひ

と
り
ひ
と
り
違
う
、
ス
タ
ッ
フ
が
私
服
、
食
事
や
お
や
つ
が
手
作
り
で
温
か

い
、
台
所
が
近
く
て
食
事
の
支
度
の
匂
い
が
漂
っ
て
く
る
、
な
ど
の
ハ
ー
ド

面
の
要
因
も
あ
る
。
他
に
高
齢
者
と
子
ど
も
の
交
流
が
あ
る
、
何
で
も
う
ち

と
け
て
話
せ
る
、
何
ら
か
の
役
割
を
利
用
者
が
見
つ
け
て「
居
場
所
」を
作
れ

る
、
最
期
ま
で
看
る
徹
底
し
た
個
別
ケ
ア
な
ど
の
ソ
フ
ト
面
の
要
因
も
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
利
用
者
の
な
か
に
は「
役
割
が
あ
る
」こ
と
を
、「
仕

「
家
族
的
な
介
護
」と
は
何
か

11

い
。
が
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ほ
う
は
、
給
与
が
ど
ん
な
に
低
く
て
も
、

毎
日
行
く「
居
場
所
」が
あ
る
こ
と
、
そ
こ
で
期
待
さ
れ
る
役
割
を
果
た
し
て

評
価
と
報
酬
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
プ
ラ
イ
ド
を
見
い
だ
し
て
い
る
し
、
そ
の

家
族
か
ら
も
感
謝
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
は
、
誰
が
ケ
ア

す
る
側
で
誰
が
ケ
ア
さ
れ
る
側
か
の
境
界
が
あ
い
ま
い
、
と
言
わ
れ
て
き
た
。

も
と
利
用
者
の
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
そ
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
メ
デ
ィ
ア

露
出
度
も
高
い
が
、
賃
金
や
労
働
条
件
に
課
題
が
残
る
。
ま
た
無
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
か
ら
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
転
じ
る
採
用
枠
が
少
な
い
た
め
に
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
同
士
の
あ
い
だ
に
軋
轢
も
あ
る
よ
う
だ
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
ワ
ー
カ
ー
の
仕
事
の
違
い
は
、
責
任
の
有
無
。
無
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
仕
事
は
主
と
し
て
子
ど
も
の
世
話
が
中
心
で
あ
る
。
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
は「
皿
洗
い
、
洗
濯
、
子
ど
も
の
世
話
」な
ど
や
や
責
任
も
あ

り
、
負
担
も
重
い
仕
事
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」

の
特
徴
と
し
て
、
見
学
者
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
区
別
が
つ
か
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
る
が
、
裏
返
し
て
言
え
ば
、
そ
の
日
初
め
て
来
た
見
学
者
で
も
で
き

る
程
度
の
こ
と
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
仕
事
、
と
も
言
え
る
。
無
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
な
か
に
は
、「（
利
用
者
に
つ
い
て
）詳
し
く
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

で
、
不
安
に
な
る
こ
と
も
あ
る
」（
女
性
、
一
〇
代
）、「
新
し
い
人
が
ひ
っ
き
り

な
し
に
来
る
の
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
っ
て
な
ん
だ
ろ
、
と
考
え
た
り
す
る
」

（
女
性
、
五
〇
代
）と
い
う
発
言
も
あ
っ
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
リ
ス
ク
管
理
上
は
、
ひ
と
つ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
仕
事
は
見
守
り
。
目
配
り
と
か
、
け
が
が
な
い
か
の
心



3 7 4ケアの社会学

族
介
護
は「
自
然
」か
」で
批
判
的
に
論
じ
た
が
、
た
し
か
に
現
実
の
家
族
は

と
も
か
く
、
あ
り
う
べ
き「
家
族
」が
規
範
的
に
語
ら
れ
る
な
か
に
、
介
護
機

能
は
組
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て「
家
族
的
」と
い
う
用
語
に
も
そ
の

規
範
性
が
響
い
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
の
規
範
性
を
割
り
引
い
て
も
わ
た
し
に
と
っ
て
の
謎
は
、
こ
れ
だ

け
の
高
い
理
念
と
志
を
持
ち「
家
族
も
及
ば
ぬ
」ケ
ア
を
実
践
し
て
い
る
人
々

が
、
あ
く
ま
で
家
族
介
護
を
最
善
の
も
の
と
考
え
、
自
分
た
ち
の
介
護
を
そ

の
補
完
物
、
不
幸
に
し
て
家
族
介
護
を
受
け
ら
れ
な
い
人
々
の
た
め
の
次
善

の
策
、
二
流
の
代
替
物
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
深
い
疑

問
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
の
際
に
は
、「
家
族
的・
家
庭
的
」と
い

う
言
葉
が
出
る
た
び
に
、
そ
の
点
に
こ
だ
わ
っ
て
質
問
を
お
こ
な
っ
た
。

関
は「
家
族
的・家
庭
的
」と
い
う
表
現
に
距
離
を
置
い
て
い
る
。

家
族
に
代
わ
っ
て
、
で
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
家
族
的
と
使
う
の
か
は

わ
か
ら
な
い
。
家
族
に
代
わ
っ
て
で
は
な
く
、
プ
ロ
と
し
て
、
家
族
と

は
違
う
介
護
を
し
て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ
る
の
も
事
実（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）。

関
は
そ
れ
に
加
え
て
、
生
協
ワ
ー
カ
ー
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、「
主
婦
的
、

つ
ま
り
家
族
的
で
あ
る
。
素
人
性
、
つ
ま
り
専
門
性
が
な
い
と
い
う
エ
ク
ス

キ
ュ
ー
ズ
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
」と
批
判
的
に
見
る
。

富
山
型
の
事
業
所
は
そ
れ
ぞ
れ
創
業
者
の
個
性
が
強
く
刻
印
さ
れ
、
多
様

性
が
大
き
く
、「
個
人
商
店
」の
趣
き
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
き

事
に
来
て
い
る
」と
と
ら
え
て
い
る
人
も
い
る
し
、
自
宅
で
は
な
い
場
所

を「
家
庭
」と
と
り
ち
が
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
家
族
が「
な
ん
で

も
う
ち
と
け
て
話
せ
る
」場
所
だ
と
い
う
の
は
、
D　
V
や
虐
待
の
経
験
者
に

と
っ
て
は
た
ん
な
る「
神
話
」に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
共
生
型
と
い
っ
て
も
高

齢
者
と
子
ど
も
の
両
極
し
か
お
ら
ず
、
生
産
年
齢
が
欠
け
た
構
成
を「
家
族
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
も
あ
る
。

「
家
族
の
よ
う
な
」、「
家
庭
的
な
」と
い
う
表
現
は
、
ス
タ
ッ
フ
の
側
か
ら

も「
よ
い
ケ
ア
」の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
同
じ
傾
向
は

生
協
福
祉
の
担
い
手
に
も
見
ら
れ
た
。「
主
婦
的
、
家
庭
的
」で
あ
る
こ
と
が
、

プ
ロ
の
介
護
よ
り「
よ
い
ケ
ア
」で
あ
る
こ
と
の
自
負
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場

合
が
あ
っ
た
。

わ
た
し
が
こ
れ
を「
謎
」と
考
え
る
に
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。

介
護
保
険
が
も
と
も
と
、
介
護
を
家
族
責
任
と
と
ら
え
、
公
的
な
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
家
族
介
護
の
支
援・代
替・補
完
的
な
性
格
を
持
っ
た
福
祉
補
完

主
義
の
政
策
理
念
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
く
り

か
え
し
述
べ
て
き
た
。 

萩
原
清
子
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
公
的
福
祉
は

「
減
点
主
義
」、
裏
返
せ
ば「
家
族（
介
護
）満
点
」論
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る﹇ 

萩
原2000

﹈。
小
規
模
多
機
能
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の「
二
四
時
間

三
六
五
日
の
ケ
ア
」を
さ
し
て
、「
介
護
機
能
あ
っ
て
こ
そ
の
家
族
と
考
え
た

場
合
、
ま
さ
に
家
族
の
代
替
機
能
を
果
た
し
て
い
る
」﹇『
富
山
型
報
告
書
』2005

﹈

と
評
価
す
る
見
方
は
、
こ
れ
を
裏
づ
け
る
。
家
族
を「
介
護
機
能
あ
っ
て
こ

そ
の
家
族
」と
と
ら
え
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
5
章
の「
家
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が
、「
に
ぎ
や
か
」で
は
気
持
ち
よ
く
で
き
る
。
母
親
が
要
介
護
に
な
っ
た
ら
、

よ
そ
に
預
か
っ
て
も
ら
う
と
い
う
。
信
頼
し
て
母
親
を
預
け
る
こ
と
の
で
き

る
デ
イ
は
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
、
き
っ
ぱ
り「
あ
る
」と
、「
こ
の
ゆ
び

と
ー
ま
れ
」の
名
を
あ
げ
た
。
こ
う
い
う
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
も
、
富
山
型

が
点
か
ら
面
へ
と
拡
大
し
て
き
た
効
果
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
加
え
て
、「
や
さ
し
く
な
れ
る
」条
件
に
は
、
期
間
限
定
と
い
う
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
五
時
ま
で
看
た
ら
、
こ
こ
ま
で
看
た
ら
O
　K
、
と
い
う

時
間
と
程
度
の
限
定
で
あ
る
。
家
族
介
護
の
負
担
感
に
は
、
ど
こ
ま
で
や
っ

て
も
終
わ
ら
な
い
、
ど
こ
ま
で
や
っ
て
も
十
分
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
井

口
高
志
の
い
う「
無
限
定
性
」﹇2002

﹈が
つ
き
ま
と
う
。
在
宅
介
護
が
、
家
族

介
護
者
に
と
っ
て「
収
容
所
」﹇
信
田
さ
よ
子2003

﹈に
お
け
る「
強
制
労
働
」﹇D

aly 

2001

﹈に
な
る
の
は
、
こ
の
逃
げ
場
の
な
い
閉
塞
感
に
よ
る
。

小
規
模
多
機
能
型
事
業
所
が
提
供
し
て
い
る「
家
族
的
な
介
護
」と
は
、

け
っ
し
て「
家
族
に
代
わ
る
介
護
」の
こ
と
で
は
な
い
。
本
書
が
前
提
と
し
て

い
る
福
祉
多
元
社
会
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
官
／
民
／
協
／
私
の
各
セ

ク
タ
ー
に
は
、
他
に
代
替
で
き
な
い
役
割
分
担
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
利
用

者
の
生
死
に
か
か
わ
る
意
思
決
定
や
、
心
理
的
な
サ
ポ
ー
ト
な
ど
、
家
族

（
私
セ
ク
タ
ー
）に
は
家
族
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
役
割
が
あ
る
。
協
セ
ク
タ
ー

の
事
業
体
は
、
あ
く
ま
で
対
価
を
代
償
に
、
プ
ロ
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
介

わ
だ
っ
て
個
性
的
な「
共
生
型
」ケ
ア
を
実
践
し
て
い
る
事
業
所
、「
に
ぎ
や

か
」の
代
表
、
阪
井
由
佳
子（
女
性
、
三
〇
代
）が
、
こ
の
問
い
に
ヒ
ン
ト
に
な
る

よ
う
な
答
を
返
し
て
く
れ
た
。「
に
ぎ
や
か
」は「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」と
な

ら
ん
で
、
介
護
系
の
情
報
誌『Bricolage

10

❖

』な
ど
で
も
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ

ら
れ
る
富
山
型
の
モ
デ
ル
施
設
で
あ
る
。
民
家
改
造
型
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

が
、
N
　P
　O
と
し
て
の
融
資
三
〇
〇
〇
万
円
と
日
本
自
転
車
振
興
会
の
補
助

金
二
四
〇
〇
万
円
と
で
、
富
山
県
産
の
木
材
を
使
っ
た
暖
か
み
の
あ
る
二
階

建
て
の
建
物
を
新
築
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
そ
れ
と
サ
ー

ビ
ス
ハ
ウ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
利
用
者
は
高
齢
者
か
ら
障
害
者
、
子
ど
も

ま
で
。
ご
本
人
は
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
で
、「「
に
ぎ
や
か
」が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
子
ど
も
が
産
め
た
」と
い
い
、
四
歳
に
な
る
自
分
の
子
ど
も
も「
に
ぎ
や

か
」で
育
て
て
い
る
。

そ
の
阪
井
に
、「
家
族
的
な
介
護
と
は
」と
問
い
か
け
た
と
き
、
彼
女
は
、

と
つ
ぜ
ん「
そ
う
い
え
ば
わ
た
し
ら
、
家
族
に
は
で
き
ん
介
護
、
や
っ
と
る

わ
ね
」と
言
い
出
し
た
。「
家
族
に
で
き
な
い
介
護
と
は
」と
食
い
下
が
る
わ

た
し
に
、
阪
井
が
返
し
た
の
は
こ
ん
な
答
だ
っ
た
。

「
や
さ
し
く
な
れ
る
こ
と
や
ね
」

家
族
で
な
い
か
ら
こ
そ
、
や
さ
し
く
な
れ
る
し
、
過
去
の
記
憶
や
し
が
ら

み
が
な
い
の
で
気
持
ち
よ
く
介
護
で
き
る
。
徘
徊
の
激
し
い
認
知
症
の
利
用

者
と
阪
井
は
添
い
寝
を
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
と
利
用
者
も
お
ち
つ
き
、
阪

井
本
人
も
よ
く
眠
れ
る
と
い
う
が
、
自
分
の
家
族（
阪
井
に
は
当
時
六
〇
代
の
母
が

い
た
）に
は
で
き
そ
う
も
な
い
。
家
族
に
し
て
あ
げ
た
い
け
ど
で
き
な
い
こ
と

❖
10 

介
護
業
界
の「
カ
リ
ス
マ
」理
学
療
法
士
、
三
好
春
樹
が
主
宰
す
る
会
員
制
情
報
誌
。
刊
行

は
月
刊
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
編
集
部
。
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低
賃
金
で
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、（
4
）メ
デ
ィ
ア
効
果
と
い

う
無
形
の
創
業
者
利
得
を
得
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

（
1
）初
期
投
資
に
つ
い
て
は
、
関
の
以
下
の
証
言
が
あ
る
。

民
家
改
造
型
な
い
し
民
家
併
用
型
で
で
き
る
の
は
、
首
都
圏
と
地
方

と
の
圧
倒
的
な
違
い
。
初
期
投
資
の
リ
ス
ク
の
少
な
さ
は
、
住
宅
資
源

の
豊
か
な
地
方
都
市
型
の
メ
リ
ッ
ト
と
言
え
る（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）。

と
は
い
え
、
土
地
建
物
を
含
む
数
千
万
円
の
初
期
費
用
は
ふ
つ
う
の
市
民

に
用
意
で
き
る
額
で
は
な
い
。
民
間
金
融
機
関
に
融
資
を
断
ら
れ
、
小
口
の

寄
付
に
頼
り
、
と
綱
渡
り
を
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
公
的
な
創
業
支

援
制
度
が
よ
う
や
く
整
い
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
も
初
期
の
創
業
者
に
は
メ

リ
ッ
ト
が
な
い
。

（
2
）ワ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
学
歴・
資
格
と
も
に
高

く
、
モ
ラ
ル
が
い
ち
じ
る
し
く
高
い
。「
利
用
者
が
気
に
な
っ
て
」と
自
発
的

に
休
日
出
勤
し
た
り
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
も
い
と
わ
な
い
。
共
同
研
究
者
の
ひ

と
り
、 

阿
部
真
大
の
い
う「
働
き
過
ぎ
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
」﹇ 

阿
部2007

﹈が
生

ま
れ
る
。
経
営
者
自
ら
、
介
護
保
険
事
業
外
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
や
宿
泊

サ
ー
ビ
ス
を
ほ
と
ん
ど
無
償
で
お
こ
な
っ
て
い
る
姿
に
、
ワ
ー
カ
ー
は
尊
敬

と
信
頼
を
寄
せ
、
そ
れ
に
追
随
す
る
傾
向
が
あ
る
。「
そ
こ
に
ニ
ー
ズ
が
あ

る
か
ら
」逃
げ
な
い
、
逃
げ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
非
営
利
市
民
事
業
体

の
志
だ
が
、
生
協
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
代
表
の
事
例
で
見
た
よ

護
を
提
供
し
て
い
る
と
自
覚
す
べ
き
だ
し
、
そ
の
こ
と
に
プ
ラ
イ
ド
を
持
つ

べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
家
族
の
よ
う
な
」と
い
う
形
容
詞
は
、
そ
の
事
実
を
お
お
い
か
く
し
、
家

族
介
護
を
ふ
た
た
び
理
想
化
す
る
こ
と
で
、
福
祉
を
補
完
主
義
モ
デ
ル
で
捉

え
る
結
果
に
終
わ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

10
章
で
わ
た
し
は
、
福
祉
経
営
を「（
1
）ケ
ア
の
受
け
手
と
ケ
ア
の
与
え

手
双
方
の
利
益
が
最
大
化
す
る
よ
う
な
、（
2
）持
続
可
能
な
事
業
の
、（
3
）

ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
両
面
に
わ
た
る
経
営
管
理
を
と
も
な
う
、（
4
）市
民
の
合

意
と
資
源
の
調
達
、
お
よ
び（
5
）社
会
的
設
計
の
提
案
と
実
践
を
可
能
に
す

る
経
営
」と
定
義
し
た
。

先
行
研
究
は
、
富
山
型
の「
共
生
ケ
ア
」に
は「
ケ
ア
に
従
事
す
る
職
員（
ス

タ
ッ
フ
）の
動
機
付
け
」と「
ケ
ア
に
従
事
す
る
職
員（
ス
タ
ッ
フ
）の
研
修
」が
不

可
欠
で
あ
る
と
す
る
。
わ
た
し
た
ち
の
調
査
で
も
、
経
営
者
が
高
い
理
念

を
持
っ
て
お
り
、
利
用
者
と
そ
の
家
族
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
、
ま
た
モ
ラ

ル（
士
気
）の
高
い
ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
よ
う
な
事
例
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
成

立
し
、
ま
た
持
続
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
?

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」を
は
じ
め
と
す
る
N　
P　
O
型
の
先
進
ケ
ア
は
、
端

的
に
言
っ
て
、（
1
）創
業
者
の
篤
志
と
い
う
べ
き
持
ち
出
し
を
初
期
投
資
と

し
、（
2
）意
欲
と
能
力
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
の
、（
3
）サ
ー
ビ
ス
残
業
を
含
む

福
祉
経
営
か
ら
見
た「
富
山
型
」

12
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を
負
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
に
は
ワ
ー
カ
ー
が
集
ま
る
が
、
景
気
が
回
復
し
、

雇
用
が
拡
大
傾
向
に
な
れ
ば
、
福
祉
学
科
を
卒
業
し
た
新
卒
者
で
も
福
祉
系

の
事
業
所
に
就
職
す
る
ケ
ー
ス
が
い
ち
じ
る
し
く
減
少
す
る
。
富
山
型
で
も

ワ
ー
カ
ー
の
募
集
に
苦
労
し
て
い
る
事
業
所
も
あ
る
。

裏
返
し
て
い
え
ば「
富
山
型
」が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、（
1
）モ
ラ
ル
の
高

い
ワ
ー
カ
ー
が
、（
2
）低
賃
金
で
働
い
て
く
れ
る
と
い
う
条
件
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
将
来
の
起
業
の
見
通
し
や
、
資
格
の
取
得
の

よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
が
立
た
な
け
れ
ば
、
ワ
ー
カ
ー
を
つ
な
ぎ
と
め
る

の
は
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
。

介
護
保
険
は
、
施
行
前
か
ら
創
業
し
て
い
た
事
業
所
の
経
営
を
大
き
く
安

定
さ
せ
た
。
不
採
算
部
門
を
抱
え
こ
ん
で
も
、
そ
れ
を
採
算
部
門
と
相
殺
し

た
う
え
で
、
初
期
投
資
を
回
収
し
な
が
ら
次
期
投
資
に
つ
な
げ
る
だ
け
の
利

益
を
あ
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
富
山
型
事
業
所
の
人
件
費
比
率
は
ど

こ
も
軒
な
み
七
割
以
上
。
民
間
営
利
企
業
な
ら
成
り
立
た
な
い
と
い
わ
れ
る

水
準
で
、
経
営
は
け
っ
し
て
ラ
ク
で
は
な
い
と
い
う
が
、
お
ど
ろ
く
べ
き
こ

と
に
、「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」も「
に
ぎ
や
か
」も
納
税
団
体
で
あ
る
。

協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
の
特
徴
と
し
て
、
わ
た
し
は
経
営
効
率
と
労

働
分
配
率
の
高
さ
を
あ
げ
た
。
経
営
者
自
ら
が
陣
頭
に
立
ち
、
研
修
は
オ

ン・ザ・ジ
ョ
ブ
で
お
こ
な
い
、
口
コ
ミ
と
メ
デ
ィ
ア
効
果
で
宣
伝
費
も
か
か

ら
な
い
小
規
模
多
機
能
型
事
業
所
の
経
営
コ
ス
ト
は
相
対
的
に
安
い
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
か
れ
ら
は
賃
金
を
上
げ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
労
働
分
配

率
す
な
わ
ち
人
件
費
比
率
七
割
は
事
業
体
と
し
て
は
ほ
ぼ
上
限
だ
が
、
そ
の

う
に
、
そ
れ
が
苛
酷
な
長
時
間
労
働
を
強
い
て
い
る
現
実
が
あ
る
。

（
3
）ワ
ー
カ
ー
の
低
賃
金
は
い
わ
ず
も
が
な
。
最
低
賃
金
が
安
く
、
生
活

費
の
安
い
地
方
都
市
と
は
い
え
、
こ
の
賃
金
水
準
で
は
ひ
と
り
で
食
べ
て
い

く
の
が
や
っ
と
。
結
婚
し
て
子
ど
も
を
育
て
よ
う
と
思
え
ば
、
見
通
し
が
立

た
な
い
。
富
山
型
の
職
員
で
、
大
卒
男
性
が
こ
の
水
準
の
賃
金
に
耐
え
て
い

る
の
は
、
自
分
で
も
起
業
し
よ
う
と
い
う
見
通
し
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
経
営
者
を
め
ざ
し
て
研
修
中
の
過
渡
期
で
あ
る
と
か
、
こ
の
場
所
そ

の
も
の
が
働
く
者
に
と
っ
て
も「
居
場
所
」を
提
供
し
て
い
る
と
か
と
い
う
プ

ラ
ス・ア
ル
フ
ァ
の
付
加
価
値
が
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
満
足
で
き
る
水
準

と
は
思
え
な
い
。

（
4
）ま
た
地
元
紙
や
ミ
ニ
コ
ミ
を
媒
体
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
効
果
は
、
利
用

者
の
募
集
に
も
、
ワ
ー
カ
ー
の
募
集
に
も
、
ま
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
集
め
る

う
え
で
も
、
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な
い
営
業
上
の
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。
寄

付
や
支
援
を
集
め
る
う
え
で
も
メ
デ
ィ
ア
効
果
は
無
視
で
き
な
い
力
を
発
揮

し
た
。
モ
デ
ル
事
業
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
持
つ
、
一
種
の

目
に
見
え
な
い
創
業
者
利
得
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
こ
の
メ
デ
ィ

ア
効
果
は
、
ワ
ー
カ
ー
に
プ
ラ
イ
ド
を
供
給
す
る
効
果
を
も
持
っ
て
い
る
。

「
富
山
型
」は「
富
山
型
」と
い
う
名
の
と
お
り
、（
1
）初
期
投
資
が
安
く

つ
き（
土
地
も
建
物
も
安
い
）、（
2
）最
低
賃
金
も
生
活
費
も
安
い（
低
賃
金
で
も
ワ
ー

カ
ー
が
集
ま
る
）、
地
方
都
市
型
の
事
業
モ
デ
ル
で
あ
り
、
大
都
市
圏
に
成
立

す
る
の
は
む
づ
か
し
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
不
況
で
雇
用
機
会
が
な

か
っ
た
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー・年
齢・障
害
等
の
要
因
で
労
働
市
場
で
ハ
ン
デ
ィ
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と
も
な
う
投
資
を
し
て
、
そ
の
仕
事
か
ら
得
る
報
酬
が
少
な
く
て
よ
い
理
由

は
な
い
。
社
会
的
に
価
値
の
あ
る
仕
事
に
対
し
て
、
そ
れ
に
見
合
う
社
会
的

評
価
と
報
酬
が
と
も
な
う
の
は
、
あ
た
り
ま
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

福
祉
経
営
の
条
件
の
う
ち
、（
4
）市
民
の
合
意
と
資
源
の
調
達
、
お
よ

び（
5
）社
会
的
設
計
の
提
案
と
実
践
に
つ
い
て
も「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」

は
、
条
件
を
満
た
し
て
い
る
。
人
の
出
入
り
の
多
い
開
放
性
の
高
い
空
間
や
、

一
〇
〇
人
を
超
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
は
、
彼
ら
が
地
域
の
人
的
資
源

の
高
い
調
達
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
し
ば
し
ば
迷
惑
施
設
と
し

て
近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
嫌
が
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
も
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
も
、
地
域
か
ら
支
持
を
得
て
す
っ
か
り
溶
け
こ
ん
で
い
る
。

ま
た
政
策
提
案
能
力
に
つ
い
て
も
、
二
〇
〇
三
年
度
か
ら
県
と
市
を
巻
き

こ
ん
で「
富
山
型
小
規
模
多
機
能
施
設
起
業
家
セ
ミ
ナ
ー
」を
実
施
し
て
き
た
。

調
査
時
点
で
三
期
、
一
期
二
〇
名
の
定
員
で
合
計
六
〇
名
の
修
了
生
の
な
か

か
ら
実
際
の
起
業
家
率
は
約
六
割
と
驚
異
的
な
高
さ
で
あ
る
。
富
山
型
は
こ

う
や
っ
て
事
業
モ
デ
ル
の
種
ま
き
を
し
な
が
ら
、
点
か
ら
線
へ
、
線
か
ら
面

へ
と
拡
大
し
て
き
た
。
住
宅
地
に
多
い
富
山
型
施
設
の
あ
い
だ
で
は
、
一
部

に
利
用
者
の
と
り
あ
い
が
起
き
て
い
る
と
さ
え
言
う
。
だ
が
こ
う
し
て
増
え

て
い
っ
た
施
設
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
て「
富
山
ケ
ア
ネ
ッ
ト
」と
い
う
連
合
団

体
を
組
織
し
、 

惣
万
が
そ
の
代
表
の
座
に
就
い
て
い
る
。
調
査
時
点
で
二
六

団
体
だ
っ
た
加
盟
団
体
は
、
二
〇
一
〇
年
に
は
五
五
団
体
に
増
加
し
た
。
こ

の
連
合
体
を
交
渉
の
窓
口
と
し
て
、
県
と
市
に
創
業
支
援
制
度
を
要
求
し
て

作
ら
せ
た
り
、「
富
山
型
福
祉
特
区
」を
実
現
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

な
か
で
、
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
を
上
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
賃
金
水
準
を
抑
え
た

ま
ま（
1
）ワ
ー
カ
ー
配
置
を
増
や
す
こ
と
で
よ
り
手
厚
い
利
用
者
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
こ
と
と
、（
2
）次
期
投
資
に
ま
わ
す
こ
と
を
選
択
し
て
い

る
。
N　
P　
O
型
の
事
業
所
の
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
は
、
民
間
営
利
企
業
に
比
べ

て
け
っ
し
て
高
く
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
低
め
に
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
逆

に
い
え
ば
、
市
民
事
業
体
の
経
営
者
も
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
に
つ
い
て

「
相
場
」感
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
を
支
払
わ
な
い
傾
向
が
あ
る11

❖

。

N　
P　
O
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
賃
金
が
安
く
て
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

納
税
の
余
裕
が
あ
る
な
ら
、
労
働
分
配
率
と
賃
金
を
上
げ
る
と
い
う
選
択
肢

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
N　
P　
O
で
働
く
こ
と
が
、
民
間
営
利
企
業
で
働
く
よ
り

労
働
条
件
が
低
い
と
い
う「
常
識
」は
、
い
つ
ま
で
続
く
の
だ
ろ
う
か
?　
誇

り
を
持
っ
て
働
く
モ
ラ
ル
の
高
い
労
働
者
が
、
よ
い
労
働
条
件
を
得
る
こ
と

を
妨
げ
る
理
由
は
何
も
な
い
。

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
代
表・
副
代
表
の
給
与
は
、
ご
本
人
に
よ
れ
ば

「
た
く
さ
ん
も
ら
っ
と
る
が
や
ち
ゃ
」と
月
額
七
〇
万
、
ボ
ー
ナ
ス
な
し
で
年

俸
八
四
〇
万
。
こ
れ
だ
け
の
労
働
と
献
身
、
リ
ス
ク
と
投
資
に
対
す
る
リ

タ
ー
ン
と
し
て
、
け
っ
し
て
多
い
と
は
思
え
な
い
。
個
人
所
有
の
土
地・
家

屋
を
N　
P　
O
法
人
に
無
償
で
提
供
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
え
、
そ

の
な
か
か
ら
次
期
投
資
の
た
め
の
蓄
積
を
し
て
き
た
。「
向
か
い
」や「
茶

屋
」の
土
地・家
屋
が
取
得
で
き
た
の
も
そ
の
お
か
げ
で
あ
る
。
多
く
の
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
が
多
額
の
利
益
を
上
げ
て
い
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
社
会
的
企
業
の
創
業
者
が
、
公
共
的
な
利
益
の
た
め
に
リ
ス
ク
を
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あ
げ
る
事
業
体
は
多
く
な
い
。
皮
肉
な
こ
と
に「
小
規
模
多
機
能
型
」の
モ
デ

ル
と
な
っ
た「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」そ
の
も
の
が
、
こ
の
制
度
に
参
入
し
て

い
な
い
。
制
約
の
多
い
制
度
の
内
外
で
―
一
方
で
は
制
度
を
活
用
し
な
が

ら
、
他
方
で
は
制
度
を
は
ず
れ
な
が
ら
―
現
場
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
柔
軟

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
先
進
的
な
事
業
体
が
、
経
営
を
存
続
さ
せ
て

い
る
こ
と
は
、
綱
渡
り
に
似
た「
奇
跡
」で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

 

惣
万
に
よ
れ
ば
、「
介
護
保
険
の
利
用
者
の
う
ち
一
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
が
小

規
模
多
機
能
の
利
用
者
に
な
れ
ば
よ
い
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
言
う
。
彼
女
は
こ

の
モ
デ
ル
が
利
用
者
の
す
べ
て
を
包
摂
で
き
る
ほ
ど
有
効
な
も
の
で
あ
る
と

は
、
小
規
模
多
機
能
施
設
の
効
果
を
過
大
評
価
し
て
い
な
い
。
だ
が
利
用
者

の
う
ち
一
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
で
も
巨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。
こ
の
事
業
が
存
在
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
ら
の
初
心
で
あ
っ
た
、
社
会
的
入
院
を
い
く
ら
か

で
も
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
、「
最
期
ま
で
在
宅
で
」と
願
う
高
齢
者
の
在
宅

支
援
を
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
モ
デ
ル
は
老
後
の
生
き
方
に

つ
い
て
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ・ビ
ジ
ョ
ン
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
な
る
。

二
〇
〇
六
年
介
護
保
険「
改
訂
」に
よ
っ
て
厚
労
省
は
、
小
規
模
多
機
能
型

を
こ
れ
か
ら
の
事
業
モ
デ
ル
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、
包
括
契
約・定
額
制
を

導
入
す
る
こ
と
で
、
そ
の
経
営
状
況
を
悪
化
さ
せ
た
。
包
括
契
約・定
額
制

は
、
社
会
保
障
費
総
量
規
制
の
も
と
で
提
案
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
事
業

者・利
用
者
と
も
に
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
く
、
実
際
そ
の
事
業
所
に
名
の
り
を

❖
11 

同
じ
こ
と
は
前
章
ま
で
で
論
じ
た
生
協
系
の
事
業
体
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
グ
リ
ー
ン

コ
ー
プ
連
合
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
多
く
は
、
介
護
保
険
事
業
に
参
入
す
る
前
に
も

利
益
を
計
上
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
労
働
の
対
価
を
安
く
見
積
も
っ
た
う
え
で
の
こ

と
だ
っ
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
福
祉
連
帯
基
金
の
傘
下
に
あ
り
、

利
用
料
に
つ
い
て
も
報
酬
単
価
に
つ
い
て
も
自
己
決
定
権
を
持
た
な
い
、
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た

が
、
労
働
分
配
率
を
上
げ
る
と
い
う
発
想
は
、
当
事
者
か
ら
も
基
金
側
か
ら
も
生
ま
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
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社
会
福
祉
法
人
や
福
祉
公
社
は
、
従
来
の
意
味
で
の「
第
三
セ
ク
タ
ー
」に

分
類
さ
れ
る
。
だ
が
、
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
が
登
場
し
た
と
き
、
彼
ら
が

自
ら
を「
第
三
セ
ク
タ
ー
」に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
抵
抗
し
た
こ
と
を
思
い
起

こ
し
て
ほ
し
い﹇
上
野2007

﹈。
福
祉
N　
P　
O
の
論
者
の
多
く
も
、
社
会
福
祉

協
議
会
や
社
会
福
祉
法
人
と
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
。
半
官
半
民
の「
第
三

セ
ク
タ
ー
」は
、
日
本
で
は
主
と
し
て
官
出
資
の
行
政
の
外
郭
団
体
を
指
す

用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。「
新
し
い
公
共
性
」の
担
い
手
と
し
て
、 

サ
ラ

モ
ン
の
言
う「
非
営
利
セ
ク
タ
ー
」﹇ Salam

on 1992, 1999

﹈や 

ペ
ス
ト
フ﹇ Pestoff  

1992

﹈、 

エ
ヴ
ァ
ー
ス
と 

ラ
ヴ
ィ
ル
の
呼
ぶ「
第
三
セ
ク
タ
ー
」﹇ Evers &

  Laville 

2004

﹈と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
り
、「
疑
似
政
府
組
織
Q　
U　
A　
N　
G　
O
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る1

❖

。

九
〇
年
代
の
行
政
改
革
路
線
以
降
、
自
治
体
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
直
営
す

る
方
式
は
避
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
徐
々
に
外
部
の
団
体
に
委
託
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
委
託
先
は
、
主
と
し
て
社
会
福
祉
法
人
、
社
会
福
祉

協
セ
ク
タ
ー
が
営
利
を
目
的
と
し
な
い
事
業
体
で
あ
る
よ
う
に
、
非
営
利

の
公
共
性
の
担
い
手
と
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
官
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
が

あ
る
。

「
新
し
い
公
共
性
」や「
市
民
セ
ク
タ
ー
」「
非
営
利
協
働
セ
ク
タ
ー
」等
の
名

前
で
呼
ば
れ
て
い
る
協
セ
ク
タ
ー
に
、
社
会
福
祉
法
人
や
社
会
福
祉
協
議
会
、

福
祉
公
社
を
含
め
る
か
ど
う
か
は
、
ず
っ
と
悩
ま
し
い
問
題
に
な
っ
て
き
た
。

社
会
福
祉
法
人
は
措
置
時
代
の
救
貧
対
策
の
一
種
で
あ
っ
た
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
を
、
行
政
か
ら
の
委
託
の
も
と
に
運
営
し
て
き
て
お
り
、

入
居
者
が「
利
用
者
」と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
権
利
が
主
張
さ
れ
る
こ

と
も
少
な
か
っ
た
。
ま
た
社
会
福
祉
協
議
会
や
福
祉
公
社
は
、
そ
の
名
の
通

り
、
官
出
資
の
外
郭
団
体
で
あ
り
、
そ
の
人
事
も
経
営
も
行
政
の
監
督
下
に

あ
っ
た
。

官
セ
ク
タ
ー
と
協
セ
ク
タ
ー
の
境
界
領
域

1

官
セ
ク
タ
ー
の
成
功
と
挫
折

│
│
秋
田
県
旧
鷹
巣
の
場
合

第
15
章
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た
か
の
す
福
祉
公
社
、
な
か
で
も
公
社
が
経
営
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、
デ
ン
マ
ー
ク
型
福
祉
を
モ
デ
ル
に
、
ハ
ー
ド
、

ソ
フ
ト
共
に「
日
本
一
の
福
祉
」に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
誇
り
、
一
時
は
年
間

四
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
参
観
者
が
全
国
か
ら
訪
れ
る
日
本
に
お
け
る
福
祉
の

メ
ッ
カ
と
も
い
う
べ
き
存
在
だ
っ
た
。
だ
が
自
治
体
の
政
策
転
換
と
と
も
に

縮
小・撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
地
位
を
失
墜
し
た
。
介
護
保
険
施
行

前
後
を
挟
む
一
〇
年
あ
ま
り
の
短
期
間
の
あ
い
だ
に
、
成
功
と
挫
折
の
両
極

を
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
経
験
し
た
こ
と
で
全
国
的
に
知
ら
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
な

ケ
ー
ス
で
あ
る
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
事
例
は
、
そ
の
背
後
に
、
地
方
自
治
を
め
ぐ

る
熾
烈
な
対
立
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
官
セ
ク
タ
ー
の
福
祉
サ
ー
ビ

ス
は
、
直
接
に
自
治
体
の
福
祉
政
策
に
依
存
す
る
。
鷹
巣
福
祉
の
成
功
と
挫

折
は
、
同
時
に
地
方
自
治
の
成
功
と
挫
折
の
ユ
ニ
ー
ク
な
事
例
と
し
て
も
、

研
究
者
の
関
心
を
集
め
た
。
こ
の
事
例
の
な
か
か
ら
は
、
政
治
に
翻
弄
さ
れ

る
官
セ
ク
タ
ー
の
可
能
性
と
限
界
が
見
え
て
く
る
。

二
〇
〇
五
年
の
市
町
村
合
併
で
北
秋
田
市
の
一
部
と
な
り
、
今
は
町
名
す

ら
地
図
か
ら
な
く
な
っ
た
鷹
巣
町
だ
が
、
本
章
で
は
旧
鷹
巣
町
を
対
象
地
域

協
議
会
、
福
祉
公
社
の
よ
う
な
公
益
団
体
、
実
際
に
は
行
政
の
外
郭
団
体
が

多
か
っ
た
。
行
政
の
外
郭
団
体
を
本
書
で
は
、
官
セ
ク
タ
ー
に
含
め
る
が
、

そ
の
問
題
点
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
経
営
コ
ス
ト
の
非
効
率
性
の
ほ
か

に
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

本
章
で
は
、
協
セ
ク
タ
ー
の
相
対
的
な
優
位
性
を
官
セ
ク
タ
ー
の
事
例
と

比
較
す
る
こ
と
で
、
論
じ
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
と
り
あ
げ
る
の
は
、
官
セ

ク
タ
ー
の
モ
デ
ル
事
例
、
か
つ
て「
日
本
一
の
福
祉
の
町
」の
名
前
を
ほ
し
い

ま
ま
に
し
た
秋
田
県
旧
鷹
巣
町（
現
北
秋
田
市
）の
財
団
法
人
た
か
の
す
福
祉
公

社「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」で
あ
る
。
本
章
の
目
的
は
官
セ
ク
タ
ー
を
お
と

し
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
官
セ
ク
タ
ー
の
実
践
の
う
ち
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た

達
成
が
そ
の
後
た
ど
っ
た
挫
折
の
道
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
セ

ク
タ
ー
に
何
が
で
き
、
何
が
で
き
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
経
験
か
ら
協
セ
ク

タ
ー
が
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
何
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

日
本
で
最
初
の
福
祉
公
社
は
、
首
都
圏
の
福
祉
先
進
地
域
と
し
て
知
ら
れ

る
武
蔵
野
市
の
財
団
法
人
武
蔵
野
市
福
祉
公
社（
一
九
八
〇
年
に
任
意
団
体
と
し
て

創
設
、
八
八
年
に
財
団
法
人
）で
あ
る
。
原
資
約
四
億
円
は
一
〇
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
武

蔵
野
市
が
出
資
。
八
一
年
に
は
全
国
で
初
め
て
の
有
償
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
事
業
を
始
め
た
。
現
在
全
国
に
福
祉
公
社
は
計
三
二
団
体（
全
国
福
祉
公
社
等

連
絡
協
議
会
登
録
団
体
数
に
よ
る
）、
そ
の
な
か
に
た
か
の
す
福
祉
公
社
も
あ
る
。

た
か
の
す
福
祉
公
社
の
事
例
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

「
日
本
一
の
福
祉
」を
め
ざ
し
た
町

2

❖
1 
同
じ
よ
う
な
悩
み
を
欧
米
の
N　
P　
O
論
者
も
持
っ
て
き
た
。
と
い
う
の
は
、
欧
米
に
は
伝

統
的
に
非
営
利
の
奉
仕
団
体
と
し
て
、
宗
教
団
体（
新
旧
の
キ
リ
ス
ト
教
会
）が
組
織
の
上
で
も
規

模
の
上
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
国
家
と
も
市
場
と
も
あ
き
ら
か
に
区

別
さ
れ
る
こ
の
宗
教
的
な
領
域
を
、「
新
し
い
公
共
性
」「
第
三
セ
ク
タ
ー
」に
含
め
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
N　
P　
O
論
者
は
否
定
的
で
あ
る
。
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定
員
八
〇
名
の
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
。
他
に
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ（
定

員
三
〇
名
）、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
ケ
ア
タ
ウ
ン
三
〇
名
、
サ
ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
二
〇
名
）、
配
食

サ
ー
ビ
ス
、
訪
問
介
護
、
訪
問
看
護
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
、
補
助
器
具
貸
与
事
業（
補
助
器
具
セ
ン
タ
ー
た
か
の
す
）を
付
設
し
た

総
合
的
な
介
護
施
設
で
あ
る（
調
査
当
時
）。

二
〇
〇
八
年
三
月
ま
で
た
か
の
す
福
祉
公
社
と「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」

と
は
一
体
の
も
の
だ
っ
た
が
、
指
定
管
理
者
の
変
更
に
よ
っ
て
同
年
四
月
か

ら「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
管
理
運
営
主
体
は
北
秋
田
市
社
会
福
祉
協
議

会
に
移
管
。
た
か
の
す
福
祉
公
社
は
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
事
業
の

う
ち
、
訪
問
看
護
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
販
売
事
業
等
に
事
業
を
縮
小
し

た
。
本
章
で
は
主
と
し
て
老
健
部
門
の
事
業
を
中
心
に
論
じ
る
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、
北
秋
田
市（
旧
鷹
巣
町
郊
外
）の
広
大
な
土
地

に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
平
屋
建
て
延
べ
床
面
積
八
五
九
三
平
方
㍍
の
建
築
で
あ

る
。
当
初
の
計
画
で
は
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
」の
名
称
ど
お
り
、
こ
の
地
に
住
宅
、

学
校
、
運
動
場
、
プ
ー
ル
な
ど
総
合
的
な
施
設
展
開
を
お
こ
な
い
、
福
祉
を

中
心
と
し
た「
ま
ち
づ
く
り
」を
実
現
す
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
そ
の
試
み
は
道

半
ば
に
し
て
頓
挫
し
た
。
飛
行
場
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
、
外
か
ら
の
人

口
流
入
を
見
込
ん
で
、
活
気
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
た
。
こ
の
建
築

の
設
計
指
導
を
し
た
の
は
、
8
章
に
登
場
す
る
建
築
家
、
外
山
義（
当
時
東
北

大
学
教
授
）で
あ
る
。
全
室
個
室
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
全
国
に
先
駆
け
て
実
現

し
た「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、
福
祉
関
係
者
の
注
目
を
集
め
、
多
く
の

参
観
者
を
集
め
た
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
厚
労
省
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
新
型
特

と
し
て
扱
う
。
人
口
概
況
な
ど
の
地
域
特
性
は
、
旧
鷹
巣
町
を
対
象
と
す
る
。

現
地
調
査
を
実
施
し
た
の
は
二
〇
〇
五
年2

❖

、
そ
の
際
利
用
し
た
統
計
デ
ー
タ

等
は
、
二
〇
〇
三
年
度
か
ら
二
〇
〇
四
年
度
の
も
の
で
あ
る
。
あ
と
で
述
べ

る
が
、
こ
の
時
期
は「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
運
命
が
暗
転
し
た
転
機
に

あ
た
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
前
後
を
比
較
す
る
こ
と
に
は
、
大
き
な

意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
デ
ー
タ
は
特
に
説
明
が
な
い
か
ぎ
り
、
主
と

し
て
わ
た
し
た
ち
が
独
自
に
実
施
し
た
調
査
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る『
住
民
参
加

型
地
域
福
祉
の
比
較
研
究
』﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006

﹈に
よ
る
。

た
か
の
す
福
祉
公
社
の
事
例
を
対
象
と
し
た
先
行
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
主

と
し
て
成
功
事
例
と
し
て
の
み
扱
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
後
の
挫
折
を
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い﹇
岩
川・
大
熊・
飯
田2006; 

橘2000; 

外
山

2000

﹈。
二
〇
〇
三
年
の
転
換
期
以
降
、
最
近
に
な
っ
て
、
鷹
巣
の
挫
折
を
主

題
と
し
た
研
究
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た﹇
大
友2004; 
大
友2008; 

朴2007, 

2009;

明
路・塚
口2009

﹈。
本
書
は
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
影
響
と
恩
恵
を
受

け
て
い
る
。
鷹
巣
を
事
例
と
す
る
研
究
は
、（
1
）な
ぜ
鷹
巣
福
祉
が
成
功
し

た
の
か
?
　
だ
け
で
な
く
、（
2
）な
ぜ
そ
れ
が
挫
折
し
た
の
か
?
　
と
い
う

ふ
た
つ
の
問
い
に
同
時
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
官
セ

ク
タ
ー
の
い
か
な
る
特
質
と
関
わ
っ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
章
が
扱
う
の
は
、
た
か
の
す
福
祉
公
社
と
そ
の
も
と
に
あ
る「
ケ
ア
タ

ウ
ン
た
か
の
す
」で
あ
る
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
一
九
九
九
年
開
設
、

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
背
景
と
概
要

3
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は「
子
育
て
支
援
」「
遊
園
地
づ
く
り
」な
ど
一
五
の
テ
ー
マ
に
も
と
づ
い
て
小

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で「
高
齢
者
福
祉
」が
中
心
課
題
と

な
っ
た
。

 

岩
川
は
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
、「
議
会
に
対
す
る
住
民
の
不
満
が

あ
っ
た
か
ら
生
ま
れ
た
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
よ
り
）と
い
う
。
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

に
参
加
し
た
個
々
の
町
民
ニ
ー
ズ
は
多
様
で
、
行
政
へ
の
不
満
を
持
つ
者
や
、

悩
み
を
ど
こ
へ
持
っ
て
い
け
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
人
々
に
、
自
発
的
な
参

加
や
要
求
の
場
を
与
え
た
こ
と
で
、
活
気
が
生
ま
れ
た
。
一
般
に
住
民
投
票

や
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
な
住
民
参
加
型
の
直
接
民
主
主
義
の
手
法

は
、
政
策
決
定
や
政
治
参
加
に
議
会
政
治
の
よ
う
な
代
表
制
民
主
主
義
と
は

別
の
バ
イ
パ
ス
を
用
意
し
、「
第
二
議
会
」と
し
て
機
能
す
る
こ
と
か
ら
、
議

会
の
反
発
が
強
い
。
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
依
拠
し
た
町
長
と
議
会
と
の

対
立
構
造
は
、
そ
の
後
も
く
り
か
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」を
め
ざ
し
た 

岩
川
は
、
九
二
年
に
世
界
的
な
福

祉
先
進
国
と
し
て
知
ら
れ
る
デ
ン
マ
ー
ク
を
訪
問
。
こ
の
頃
か
ら
、
鷹
巣

は「
日
本
の
デ
ン
マ
ー
ク
」を
め
ざ
す
よ
う
に
な
る
。
高
齢
者
の
在
宅
を
支
え

る
福
祉
を
目
標
と
す
る
過
程
で
、
鷹
巣
町
は
社
会
福
祉
協
議
会
の
在
宅
ヘ
ル

パ
ー
を
五
人
か
ら
三
〇
人
に
増
員
、
九
三
年
に
は
全
国
の
自
治
体
で
初
め
て

の「
二
四
時
間
対
応
の
在
宅
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
」を
実
施
し
た
こ
と
で
、
注
目
を

養
の
設
置
基
準
と
し
た
た
め
、
こ
の
施
設
は
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
も
ハ
ー
ド

と
ソ
フ
ト
の
両
面
か
ら
注
目
を
集
め
た
。

合
併
前
の
旧
鷹
巣
町
は
人
口
二
万
一
〇
〇
〇
人（
二
〇
〇
三
年
）、
人
口
高
齢

化
率
二
八
%
は
、
同
年
の
全
国
平
均
一
九
%
よ
り
も
高
い
。
二
〇
〇
四
年
の

市
町
村
合
併
で
、
周
辺
の
森
吉
町
や
阿
仁
町
な
ど
山
間
部
を
統
合
し
て
で
き

た
北
秋
田
市
の
人
口
は
約
四
万
人
、
高
齢
化
率
は
三
二
%
と
高
く
な
っ
た
。

う
ち
後
期
高
齢
者
率
は
一
五・七
%
、
全
国
平
均
八・七
%
の
倍
近
い
。

青
森
県
と
の
県
境
に
近
く
、
北
に
白
神
山
地
を
背
負
っ
た
こ
の
地
域
は
、

過
疎
化
し
つ
つ
あ
る
地
方
の
一
典
型
だ
っ
た
。
そ
の
土
地
が「
日
本
一
の
福

祉
の
町
」と
し
て
注
目
を
集
め
る
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た【
表

5
参
照
】。

一
九
九
一
年
に
理
想
家
肌
の
若
き
新
町
長
、 

岩
川
徹（
当
時
四
二
歳
）が
当
選
。

町
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
と
、
住
民
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
お
こ
な
う
な
か
か

ら
、
高
齢
化
率
の
高
い
地
域
特
性
を
受
け
て
、
高
齢
者
介
護
が
町
民
の
高
い

関
心
領
域
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
青
年
会
議
所
の
初
代
理
事
長
で
、
自
民
党

鷹
巣
副
部
長
だ
っ
た 

岩
川
は
、
最
初
か
ら「
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」を
掲
げ
て

当
選
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

岩
川
が「
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」を
掲
げ
た

こ
と
で
、
議
会
は
自
民
党
が
野
党
に
回
り
、
与
党
は
共
産
党
が
中
心
と
い
う

ね
じ
れ
構
造
を
招
い
た
。

多
数
派
野
党
と
の
対
立
構
造
の
も
と
で
、 

岩
川
は
、
九
二
年
に
住
民
参
加

の
地
方
自
治
を
求
め
て
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
組
織
、
当
初
は
六
〇
名
、

最
盛
期
で
一
〇
〇
名
を
超
え
る
町
民
が
集
ま
っ
た
。
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

❖
2 

二
〇
〇
五
年
三
月
に
予
備
調
査
、
七
月
に
本
調
査
、
翌
二
〇
〇
六
年
に
追
加
調
査
を
お
こ

な
っ
た
。
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ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
個
室
化
計
画
に
一
五
億
円
が
出
る
と
言
う
と
き
に
、

「
そ
れ
は
結
構
で
す
ね
」と
O
　K
し
て
い
た
ら
、
今
の
鷹
巣
町
は
な
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
中
略
）鷹
巣
に
は
、
個
室
化
に
反
対
す
る
議
員

さ
ん
が
い
た
。
そ
れ
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
目
覚
め
て
、
こ
こ
ま
で
来

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
福
祉
反
対
派
の
議
員
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
ま
で
鷹
巣
は
進
ん
だ
の
か
な
ぁ
と
も
思
い
ま
す
。

 

﹇
岩
川・大
熊
一
夫・飯
田2006: 50

﹈

九
五
年
に
岩
川
町
政
一
期
目
が
問
わ
れ
る
町
長
選
で
、
岩
川
は
一
四
一
一

票
の
差
で
対
抗
馬
を
退
け
て
当
選
。
だ
が
そ
れ
以
降
も
、
議
会
と
の
ね
じ
れ

構
造
は
続
い
た
。
再
選
後
、
岩
川
と
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
は
、「
ケ
ア

ポ
ー
ト
計
画
」を
再
編
、
在
宅
支
援
を
中
心
と
し
て
高
齢
者
を
短
期
間
で
自

宅
へ
帰
す
た
め
に
、
特
養
で
は
な
く
老
健
施
設
を
中
心
と
し
た「
ケ
ア
タ
ウ

ン
た
か
の
す
」計
画
に
取
り
組
む
。
当
初
の
予
定
で
は
、「
タ
ウ
ン
」の
名
前

通
り
、
住
宅
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
、
子
ど
も
館
、
学
校
な
ど
を
含
む
総
合
的
な
ま

ち
づ
く
り
計
画
で
あ
っ
た
。
九
六
年
二
月
に「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」関
連

予
算
を
議
会
に
提
案
。
議
会
は
こ
れ
を
い
っ
た
ん
は
否
決
す
る
。
緊
張
が
高

ま
る
な
か
で
、
三
月
に
は
町
議
選
が
あ
り
、
町
長
派
と
反
町
長
派
の
勢
力
が

拮
抗
。
町
は
内
容
を
見
直
し
た「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」予
算
案
を
再
度
議

集
め
た
。

デ
ン
マ
ー
ク
の
高
い
福
祉
水
準
が
、
マ
ン
パ
ワ
ー
や
財
源
の
み
な
ら
ず
、

「
利
用
者
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
岩
川
は
、
住

民
参
加
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
方
式
に
確
信
を
深
め
た
。
鷹
巣
が
デ
ン

マ
ー
ク
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
福
祉
の
水
準
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

九
三
年
に
は
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
高
齢
者
総
合
福
祉
施
設
の
建
設
を

提
言
、
そ
れ
を
受
け
て
翌
九
四
年
に
高
齢
者
総
合
福
祉
施
設「
ケ
ア
ポ
ー
ト

た
か
の
す
」計
画
関
連
予
算
案
を
、
町
は
議
会
に
提
案
す
る
。「
ケ
ア
ポ
ー

ト
た
か
の
す
」は
当
時
最
先
端
で
あ
っ
た
全
室
個
室
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
建
設
計
画
で
あ
る3

❖

。
総
工
費
三
〇
億
円
の
こ
の
計
画
に
は
、
そ
の
半

額
に
あ
た
る
一
五
億
円
の
建
設
補
助
金
の
提
供
を
、
日
本
船
舶
振
興
会（
現
日

本
財
団
）か
ら
受
け
る
予
定
だ
っ
た4

❖

。
だ
が
、
議
会
は
そ
の
提
案
を
否
決
し
た
。

こ
の
と
き
、
町
内
有
権
者
の
六
五
%
に
あ
た
る
一
万
一
五
七
八
名
の
署
名
を

も
と
に
、
早
期
建
設
要
求
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
議
会
は
そ
れ
を
無
視
、

そ
れ
ば
か
り
か
岩
川
町
長
の
予
算
の
無
駄
遣
い
を
譴
責
す
る
た
め
に
地
方
自

治
法
第
一
〇
〇
条
に
も
と
づ
く
、
一
〇
〇
条
委
員
会
を
議
会
内
に
設
置
し
て

事
情
聴
取
を
お
こ
な
う
な
ど
、
対
決
姿
勢
は
強
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
議
会
に
よ
る
否
決
を
、
鷹
巣
住
民
自
治
の
転
機
と
と
ら
え
る
論
者
は

多
い
。
鷹
巣
に
デ
ン
マ
ー
ク
型
福
祉
の
理
念
を
持
ち
こ
ん
だ「
伝
道
師
」と
も
い

う
べ
き
大
熊
由
紀
子
は
、
二
〇
〇
三
年
の
時
点
で
、
次
の
よ
う
に
証
言
す
る
。

も
し
も
、
こ
こ
の
町
の
議
会
が
も
の
わ
か
り
が
よ
く
て
、
ワ
ー
キ

❖
3 

九
一
年
に
は
全
国
に
先
駆
け
て
全
室
個
室
の「
ケ
ア
ポ
ー
ト
庄
川
」（
富
山
県
庄
川
市
）が
開

設
。「
ケ
ア
ポ
ー
ト
」の
名
称
は
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

❖
4 

こ
の
補
助
金
は
、
全
室
個
室
の
介
護
施
設
を
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
助
成
す
る
も
の
だ
っ
た
。
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1991年 4月 …………  岩川徹町長選に当選
1992年 4月 …………

6月 …………

学識経験者・福祉専門家による「福祉のまちづくり懇話会」発足
「福祉のまちづくり」懇話会ワーキンググループ発足

1993年 2月 ………… ワーキンググループが高齢者総合福祉施設の建設を提案
→自治体初の24時間対応ホームヘルプサービス実施

1994年 3月 ………… 鷹巣町、高齢者総合福祉施設「ケアポートたかのす」計画
予算案を議会に提出、有権者65％にあたる11,578名の
早期建設を求める署名を議会に提出、議会は否決

1995年 4月 …………

5月 …………

 岩川町長再選、2期目に入る
「ケアポート」に代えて「ケアタウンたかのす」計画に取り組む

1996年 2月 …………

3月 …………

6月 …………

「ケアタウンたかのす」計画予算案を議会に提出、議会は否決
町議選
見直した「ケアタウンたかのす」計画予算案を新議会に提出、可決

1997年 3月 …………

9月 …………

ワーキンググループが施設の基本設計を提言
建設工事着手

1998年 4月 …………

12月 ………

ケアタウン探検隊に一部を開放、700名の町民が参加し
90項目にのぼる改善案を提言
ケアタウン完成、たかのす福祉公社が財団法人の認可を受ける

1999年 3月 …………

4月 …………

「ケアタウンたかのす」一般公開、4日間で2,600名の見学者
 岩川3選、対立候補なし
「ケアタウンたかのす」オープン

2000年 4月 …………「補助器具 センターたかのす」オープン
2001年 鷹巣町高齢者安心条例制定
2002年 4月 …………「サポート センターたかのす」オープン
2003年 3月 …………

4月 …………

5月 …………

7月 …………

9月 …………

11月 ………

12月 ………

議会、公社運営費補助金7000万円全額削除を議決
 岩川落選、岸部陞新町長誕生／公社、暫定予算で運営開始
→初代専務理事・看護部長辞任
ケアタウンたかのすユニオン結成／公社運営費補助金が議会で復活可決
「フード センターたかのす身体障害者通所授産施設」オープン
「ケアタウンたかのす」業務改善調査、議会で4調査員報告
「調査員報告を聞く町民の集い」
松葉町グループホームの廃止を町議会で可決

2005年 3月 …………

4月 …………

9月 …………

10月 ………

松葉町グループホームの廃止を決定／公社理事長に松橋雅子就任
市町村合併で北秋田市誕生、新市長に前鷹巣町長、
岸部が当選／旧鷹巣町、介護保険上乗せサービス廃止、利用者全額負担に
北秋田市議会、高齢者安心条例を廃止
「ケアタウンたかのす」財政支援ゼロ宣言

2006年 4月 ………… 北秋田市、「ケアタウンたかのす」に指定管理者制度を導入、
たかのす福祉公社が指定を受ける（契約期間2年）

2007年 9月 …………

11月 ………

北秋田市、「ケアタウンたかのす」の指定管理者を
市社会福祉協議会に決定、翌年4月から移管（契約期間10年）
たかのす福祉公社はこれを不服として提訴に踏み切るも2009年に秋田地裁は全面棄却

2008年 4月 …………「ケアタウンたかのす」の指定管理者、市社会福祉協議会に移管
／たかのす福祉公社、業務を縮小して続行

2010年 7月 ………… 北秋田市長選に 岩川が出馬、落選。公選法違反容疑で長期にわたり拘留の上、告訴。
2011年 4月 …………  岩川公選法違反一審秋田地裁で敗訴、上告中。

表5　鷹巣福祉年表
　　　（「ケアタウンたかのす」パンフレット2003年版をもとに作成、2004年以降は上野により追加）
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着
工
し
て
以
来
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
設
計
へ
の
提
言
や
、
建
設
途
中

で
の「
ケ
ア
タ
ウ
ン
探
検
隊
」へ
の
公
開
と
改
善
案
の
提
示
、
そ
し
て
九
九
年

三
月
の
一
般
公
開
か
ら
四
月
の
開
所
ま
で
を
追
っ
て
い
る
が
、
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
手
放
し
の
賞
賛

で
は
な
く
、
む
し
ろ
副
題
の「
問
題
は
こ
れ
か
ら
で
す
」が
象
徴
す
る
よ
う

に
、
今
後
の
課
題
を
暗
示
し
て
い
る
。
羽
田
の
予
想
通
り
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン

た
か
の
す
」は
そ
の
後
、
思
い
が
け
な
い
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
羽
田
は
そ
の
後
も
鷹
巣
町
の
取
材
を
継
続
し
、
二
〇
〇
六
年
に
は
三
作

目『
あ
の
鷹
巣
町
の　
そ
の
後
』を
発
表
し
て
い
る
。
羽
田
の
み
な
ら
ず
と
も
、

あ
の
鷹
巣
町
の
そ
の
後
か
ら
目
が
離
せ
な
い「
鷹
巣
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
」は
全
国

に
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」オ
ー
プ
ン
に
湧
い
た
九
九
年
の
町
長
選
挙
は
、

対
立
候
補
な
し
の
無
風
状
態
で
、 

岩
川
町
政
は
三
期
目
に
入
っ
た
。
だ
が
、

そ
れ
か
ら
四
年
後
、
四
選
を
狙
う 

岩
川
の
前
に
対
立
候
補
が
現
れ
、
鷹
巣
福

祉
を
批
判
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
。「
日
本
一
の
福
祉
は
要
ら
な
い
、
身
の

丈
福
祉
が
町
に
は
ふ
さ
わ
し
い
」と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
の
町

長
選
の
結
果
は
三
〇
〇
〇
票
あ
ま
り
の
大
差
を
つ
け
ら
れ
て
の
、 

岩
川
の
敗

北
だ
っ
た
。
新
町
長
は
厚
生
連
傘
下
の
北ほ
く

秋し
ゆ
う
中
央
病
院
と
い
う
地
元
の
民

間
病
院
の
院
長
岸
部
陞す
す
む。
公
約
は
、（
1
）合
併
に
よ
る
特
例
債
を
も
と
に

し
た
地
域
振
興
、（
2
）総
合
病
院
の
建
設
、（
3
）財
政
を
圧
迫
す
る
福
祉
の

見
直
し
で
あ
る
。 

岩
川
は
鷹
巣
福
祉
を
守
る
た
め
に
、
市
町
村
合
併
に
は
慎

重
派
だ
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
に
は
周
辺
四
町
村
を
統
合
し
て
合
併
が
お
こ
な

会
に
提
出
、
同
年
六
月
に
一
人
の
議
員
が
反
対
か
ら
賛
成
に
転
じ
る
こ
と
で

一
二
票
対
一
一
票
で
か
ら
く
も
議
会
を
通
過
し
た
。
そ
の
後
九
七
年
に
現
在

地
に
用
地
取
得
、
同
年
九
月
に
着
工
し
、
九
八
年
一
二
月
に
完
成
、
九
九
年

四
月
に
開
所
し
た
。
在
宅
複
合
施
設「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」（
老
健
、
短
期
入

所
施
設
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 
セ
ン
タ
ー
、
在
宅
介
護
支
援 

セ
ン
タ
ー
、
給
食
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
）の
総
工
費
は
、
約
二
六
億
円
。
財
源
は
国
と
県
か
ら

の
補
助
金
が
約
五
億
円
、
地
方
債
が
一
三
億
円
、
地
方
交
付
税
五
億
円
、
一

般
財
源
か
ら
三
億
円
。
九
四
年
の
時
点
で
日
本
船
舶
振
興
会
か
ら
得
ら
れ
る

は
ず
だ
っ
た
補
助
金
は
す
で
に
な
か
っ
た
。

鷹
巣
町
を
全
国
に
有
名
に
し
た
の
は
、
記
録
映
画
監
督
羽
田
澄
子
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
の『
住
民
が
選
択
し
た
町
の
福
祉
』と
、
一
九
九
九
年
の『
続・住

民
が
選
択
し
た
町
の
福
祉　
問
題
は
こ
れ
か
ら
で
す
』の
二
作
は
、
全
国
で

自
主
的
な
上
映
委
員
会
に
よ
っ
て
上
映
さ
れ
た
。
羽
田
は
九
四
年
に
川
崎
市

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で 

岩
川
に
会
い
、
鷹
巣
町
に
関
心
を
持
っ
た
。
九
五
年
に

鷹
巣
町
で
記
録
映
画
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
入
っ
た
。
羽
田
の
カ
メ
ラ
は
、 
岩

川
を
町
議
会
が
査
問
し
た
一
〇
〇
条
委
員
会
の
模
様
や
、
九
六
年
二
月
の
議

会
で
の「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」予
算
の
否
決
と
そ
の
後
一
票
差
で
可
決
し

た
再
議
決
の
様
子
、
そ
の
前
後
の
議
会
と
町
民
と
の
緊
迫
し
た
対
立
の
状
況

を
と
ら
え
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
の『
住
民
が
選
択
し
た
町
の
福
祉
』は
、
た
し

か
に「
選
択
」に
は
違
い
な
い
が
、
決
し
て
平
坦
と
は
言
え
な
い
道
の
り
を
示

し
、
そ
れ
か
ら
の
波
乱
を
も
予
想
さ
せ
る
。
二
作
目
の『
続・住
民
が
選
択
し

た
町
の
福
祉　
問
題
は
こ
れ
か
ら
で
す
』は
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」が
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た
か
の
す
」の
指
定
管
理
者
に
指
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
契
約
期
間
は
二
年
と

異
例
に
短
い
も
の
だ
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
に
は「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
二
期
目
の
指
定
管
理
者
の

公
募
が
開
始
さ
れ
、
た
か
の
す
福
祉
公
社
と
北
秋
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
の

二
団
体
が
応
募
、
選
考
委
員
会
で
の
選
考
を
経
て
、
九
月
議
会
で
社
協
に
決

定
、
二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
社
協
が
管
理
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
選
考
過
程
が
不
透
明
で
あ
る
こ
と
を
不
満
と
し
て
、
た
か

の
す
福
祉
公
社
は
北
秋
田
市
を
相
手
に
二
〇
〇
七
年
一
一
月
、
提
訴
に
踏
み

切
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
に
は
秋
田
地
裁
は
公
社
側
の
訴
え
を
全
面
的
に
棄
却

し
た
。
二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら
は
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
管
理
は
社

協
に
移
管
、
た
か
の
す
福
祉
公
社
は
、
わ
ず
か
に
残
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
事
業
と
を
残
し
て
、
事
業
を
整
理
、
雇
用
を
縮
小
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
労
働
組
合
と
の
対
立
が
激
化
、
か
え
っ
て
ユ

ニ
オ
ン
か
ら
提
訴
さ
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
抱
え
る
に
い
た
っ
た
。

鷹
巣
福
祉
の
成
果
は
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」以
外
に
も
次
々
に
失
わ

れ
て
い
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
、 

岩
川
町
政
時
代
に
全
国
に
先
駆
け
て
制
定
さ

れ
た
鷹
巣
町
高
齢
者
安
心
条
例
は
、
高
齢
者
の
拘
束
や
虐
待
を
防
止
す
る
も

の
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
五
年
に「
介
護
す
る
人
が
萎
縮
す
る
」と
の
理
由
で
、

廃
止
さ
れ
た5

❖

。
ま
た
、
た
か
の
す
福
祉
公
社
の
事
業
の
一
環
と
し
て
設
置
さ

わ
れ
、
北
秋
田
市
が
誕
生
、
新
市
長
選
で
は
、
当
時
鷹
巣
町
長
で
あ
っ
た
岸

部
が 

岩
川
派
の
対
抗
馬
、
元
鷹
巣
町
議
の
小
塚
光
子
を
破
っ
て
当
選
、
北
秋

田
市
長
と
な
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
の
市
長
選
で
は
岸
部
市
政
の
後
継
者
と
目

さ
れ
る
元
秋
田
県
議
、
津
谷
永
光
と 

岩
川
が
一
騎
討
ち
と
な
っ
た
が
、 

岩
川

は
大
差
で
敗
れ
た
。
そ
の
後
公
選
法
違
反
容
疑
で 

岩
川
は
逮
捕
さ
れ
、
長
期

に
わ
た
る
拘
留
の
あ
と
釈
放
、
裁
判
で
無
罪
を
主
張
し
た
が
二
〇
一
一
年
四

月
一
審
で
有
罪
、
現
在
控
訴
中
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
黄
金
期
は
九
九
年
オ
ー
プ
ン

か
ら 

岩
川
落
選
の
二
〇
〇
三
年
に
わ
た
る
約
四
年
間
と
短
い
。
そ
れ
以
降
、

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、
凋
落
の
道
を
た
ど
る
。

二
〇
〇
三
年
に
、
す
で
に
前
年
度
予
算
で
可
決
し
て
い
た
町
の
民
生
費
予

算
の
う
ち
か
ら
、
た
か
の
す
福
祉
公
社
運
営
補
助
金
七
〇
〇
〇
万
円
の
全
額

削
除
が
提
案
さ
れ
、
議
会
で
可
決
。
同
年
四
月
か
ら
は
暫
定
予
算
で
ス
タ
ー

ト
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
、
政
権
交
代
の
影
響
は
た
だ
ち
に
現
れ
た
。
そ
れ

ま
で
一
般
財
源
か
ら
の
補
助
金
を
前
提
に
運
営
さ
れ
て
い
た「
ケ
ア
タ
ウ
ン

た
か
の
す
」は
、（
1
）合
併
に
と
も
な
う
同
一
自
治
体
内
の
他
の
介
護
施
設

と
違
っ
た
特
別
扱
い
は
で
き
な
い
こ
と
、（
2
）す
で
に
施
行
さ
れ
て
い
た
介

護
保
険
法
の
枠
内
で
他
施
設
と
同
様
に
独
立
採
算
を
め
ざ
す
こ
と
、
を
市
か

ら
要
求
さ
れ
た
。
二
〇
〇
五
年
度
に
は
翌
年
春
を
め
ど
に
導
入
が
予
定
さ
れ

て
い
た
指
定
管
理
者
制
度
を
視
野
に
入
れ
て
、
た
か
の
す
福
祉
公
社
は
自
発

的
に「
補
助
金
ゼ
ロ
宣
言
」を
出
す
に
い
た
る
。
同
年
一
二
月
に
は
指
定
管
理

者
に
応
募
、
二
〇
〇
六
年
四
月
に
た
か
の
す
福
祉
公
社
は
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン

❖
5 「
高
齢
者
安
心
条
例
北
秋
田
市
議
会
で
廃
止「
介
護
す
る
人
が
萎
縮
」」『
朝
日
新
聞
』秋
田
版
、

二
〇
〇
五
年
九
月
二
九
日
付
。「
な
ぜ
廃
止
?　

北
秋
田
高
齢
者
安
心
条
例
」『
読
売
新
聞
』「
座
標

軸
」二
〇
〇
五
年
九
月
二
九
日
付
。
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廊
下
に
通
り
の
名
が
付
き
、
街
区
に
通
称
が
与
え
ら
れ
た
全
部
で
一
四
の

ユ
ニ
ッ
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
室
の
個
室
か
ら
な
っ
て
い
る
。
計
画
者
が
全
室

個
室
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
介
護
施
設
が
高
齢
者
の
居
住
の
場
で
あ
り
、
尊

厳
を
維
持
す
る
ケ
ア
の
た
め
に
は
、
個
室
が
前
提
と
い
う
北
欧
型
の
理
念
が

あ
っ
た
か
ら
だ
。
当
時
四
床
か
ら
六
床
の
多
床
室
が
常
識
で
あ
っ
た
特
養
や

老
健
施
設
に
全
室
個
室
を
持
ち
こ
む
の
は
、「
ぜ
い
た
く
」と
反
発
を
受
け
た
。

だ
が
、 

岩
川
町
長
は「
自
分
が
入
り
た
く
な
る
よ
う
な
」施
設
、「
子
ど
も
た

ち
が
親
を
預
け
る
こ
と
が
誇
り
に
な
る
よ
う
な
」最
高
の
施
設
を
め
ざ
し
た
。

地
域
の
高
齢
者
が
実
際
に
居
住
し
て
い
る
自
宅
よ
り
も
は
る
か
に
整
っ
た
設

備
や
居
室
、
そ
し
て
地
域
の
民
間
住
宅
と
は
か
け
離
れ
た
洋
風
の
設
備
や
イ

ン
テ
リ
ア
は
、
む
し
ろ
在
宅
と
の
落
差
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
施
設
入
居
に

と
も
な
う
ス
テ
ィ
グ
マ
を
解
消
し
、
家
族
が
高
齢
者
を
施
設
に
預
け
る
こ
と

へ
の
罪
悪
感
を
軽
減
す
る
意
図
と
効
果
を
持
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

広
大
な
敷
地
に
散
在
す
る
一
四
の
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
は
回
廊
を
通
じ
て
中
央

の
シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー
、
ガ
ラ
ス
製
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
見
え
、
そ
の
位
置
関
係

か
ら
自
分
の
居
場
所
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る【
図
29
】。
地
価
が
安
い

か
ら
と
は
い
え
、
延
べ
床
面
積
八
五
〇
〇
平
方
㍍
の
建
物
は
空
間
的
に
潤
沢

に
思
え
る
が
、
一
年
の
う
ち
約
半
年
を
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
積
雪
地
帯
の
土
地

柄
を
考
え
れ
ば
、
生
活
が
こ
の
な
か
で
完
結
し
が
ち
な
高
齢
者
に
と
っ
て
、

建
物
内
を
移
動
で
き
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
事
実
、
一
日
一
回
車
椅
子
で

こ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
あ
る
空
間
に
散
歩
に
く
る
こ
と
を
習
慣
に
し
て
い
る
入

居
者
も
い
た
。
ガ
ラ
ス
張
り
の
空
間
は
、
自
然
の
気
配
が
感
じ
と
れ
る
よ
う

れ
た
認
知
症
高
齢
者
の
た
め
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
も
、
利
用
者
が
現
に
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
五
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
廃
止
の
い
き
さ
つ
に
も
、

不
透
明
な
も
の
が
あ
る﹇ 

大
友2008

﹈。

こ
の
衰
退
の
過
程
を
、
鷹
巣
町
に
指
名
さ
れ
て「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」

の「
業
務
改
善
調
査
」に
た
ず
さ
わ
っ
た
調
査
員
の
ひ
と
り
と
し
て
、 

大
友
信

勝
が
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。「
自
治
体
福
祉
の
光
と
影
」と
題
し
た 

大
友
の
論

文﹇ 

大
友2008

﹈は
、
現
在
の
行
政
に
批
判
的
だ
が
、
鷹
巣
福
祉
の「
光
」を
も

た
ら
し
た
の
も
、「
影
」を
も
た
ら
し
た
の
も
、
同
じ
住
民
で
あ
る
。
そ
の
一

面
だ
け
を
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
た
か
の
す
福
祉
公
社
と
そ
れ
が
運
営
す
る「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の

す
」の
ケ
ア
実
践
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
両
面
か
ら
検
証
し
て
み

よ
う
。

 

外
山
義
設
計
指
導
の
も
と
で
、
地
元
の
設
計
事
務
所
が
設
計
し
た「
ケ
ア

タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、
全
室
個
室
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
、

セ
ミ
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
、
セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ
ク
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
空
間
的
ゾ
ー
ニ

ン
グ
を
も
と
に
し
た
日
本
で
初
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
導
入
し
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
る6

❖

【
図
27・
28
】。「
こ
の
建
物
が
日
本
の
福
祉
施
設
を
完
全
に
変
え
た
」と
、

設
計
に
携
わ
っ
た
地
元
の
一
級
建
築
士
、
茂
木
聡
は
言
う（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
よ
り
）。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
成
功
は
、
二
〇
〇
二
年
に
厚
労
省
が
新
型
特
養

の
設
置
基
準
を
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
に
切
り
替
え
る
要
因
と
な
っ
た
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ケ
ア
実
践

―
ハ
ー
ド
面

4
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し
た
時
点
で
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
部
分
の
暖
房
を
切
っ
て
光
熱
費
を
節
約
す
る

と
い
う
こ
と
も
起
き
て
い
た
。

に
と
、 
外
山
が
設
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
冷
暖
房
完
備
の
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
平
屋
建
て
の
広
大
な
建
物
は
、
高
い
光
熱
費
負
担
を
と
も
な
っ
た
。

運
営
補
助
金
を
町
か
ら
打
ち
切
ら
れ
た
あ
と
、
年
間
約
二
〇
〇
〇
万
円
の
建

物
の
維
持
管
理
コ
ス
ト
は
公
社
の
重
い
負
担
と
な
り
、
わ
た
し
た
ち
が
調
査

住居棟

住居棟

住居棟

住居棟

住居棟

住居棟

浴室
食堂

食堂食堂

食堂

SS

SS

SS

SS

機能訓練室

語らい広場

中庭

在介 センター

事務室

交流スペース

サービスステーション（SS）

浴室

浴室 厨房

大
食
堂

プライベートゾーン

セミパブリックゾーン

パブリックゾーン

図28　「ケアタウンたかのす」
　　　  ユニットケアの空間モデル

図27　「ケアタウンたかのす」平面図

❖
6 

8
章
参
照
。
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「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」で
も
、
以
上
の
諸
点
は
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の

反
面
、
建
物
が
入
り
組
ん
で
い
る
た
め
に
死
角
が
多
い
こ
と
や
、
職
員
の
移

動
の
距
離
が
長
く
な
る
こ
と
な
ど
ハ
ー
ド
に
直
結
し
た
問
題
点
の
ほ
か
、
一

人
職
場
の
問
題
点
も
明
ら
か
と
な
っ
た﹇
上
野2008: 116-118

﹈。
職
員
が
個
室

に
入
っ
て
個
別
ケ
ア
を
す
る
場
合
、
共
同
ス
ペ
ー
ス
に
誰
も
い
な
く
な
る
時

間
が
多
い
こ
と
や
、
夜
間
の
一
人
勤
務
の
ス
ト
レ
ス
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
か
ら
六
年
目
の
二
〇
〇
五
年
調
査
時
点
で
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ

ア
は
空
間
的
に
見
て
利
用
者
に
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
?

観
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
各
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
り
口
が
の
れ
ん
で
目

隠
し
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
と
廊
下
と
の
境
界
で
、
履
き
物

を
脱
ぐ
習
慣
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
だ
。
職
員
に
聞
く
と
、
当
初
は
靴
の
ま

ま
出
入
り
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
次
第
に
利
用
者
が
境
界

で
履
き
物
を
脱
ぐ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
習
慣
を
職
員
も
尊
重
し
て
定
着
し
た

も
の
だ
と
い
う（
職
員
が
先
行
し
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
）。
の
れ
ん
は
参
観
者
が
あ

ま
り
に
多
い
こ
と
か
ら
、
扉
に
代
わ
っ
て
目
隠
し
と
し
て
つ
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
自
分
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
覚
え
ら
れ
な
い
利
用
者
を
誘
導
す
る
効
果
も

あ
っ
た
。
そ
の
変
化
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
が
設
計
者
の
意
図
通
り
、
セ
ミ
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト・ゾ
ー
ン
と
し
て
利
用
者
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
指
標
と
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
利
用
者
は
自
発
的
に
廊
下
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク・

ゾ
ー
ン
か
ら
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト・
ゾ
ー
ン
を
隔
て
る
象
徴
的
な「
結
界
」を
、
目

隠
し
と
履
き
物
の
着
脱
で
つ
く
り
だ
し
た
の
だ【
図
30
】。

だ
が
、
こ
れ
が「
家
族
的
な
ケ
ア
」か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、
基
本
設
計
の
段
階
か
ら
住
民
参
加
方
式
を

採
用
し
た
が
、
と
り
わ
け
完
成
前
に「
ケ
ア
タ
ウ
ン
探
検
隊
」を
組
織
し
て
工

事
中
の
建
物
を
公
開
し
た
。
一
般
に
設
計
施
工
者
は
、
工
事
の
完
成
ま
で

建
物
を
公
開
す
る
こ
と
を
い
や
が
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
工
事
途
中
で

の「
住
民
参
加
」も
異
例
で
あ
っ
た
。
ケ
ア
タ
ウ
ン
探
検
隊
は
設
備
の
改
善
点

を
提
案
し
、
そ
の
多
く
は
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
設
備
の

グ
レ
ー
ド
を
上
げ
る
方
向
の
提
案
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
コ
ス
ト
増
に
つ
な

が
っ
た
と
茂
木
は
指
摘
す
る（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
よ
り
）。

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
8
章
の「
よ
い
ケ
ア
と
は
何
か

―
集
団
ケ
ア
か
ら
個
別
ケ
ア
へ
」で
す
で
に
論
じ
た
が
、
再
録
し
て
み

よ
う﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006: 3364
﹈。

（
1
） 入
居
者
は
個
性
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
さ
れ
た
生
活
空
間
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
。

（
2
） 個
室
の
近
く
に
交
流
で
き
る
空
間
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
入
居

者
と
良
好
な
人
間
関
係
が
築
け
て
、
相
互
の
交
流
が
進
む
。

（
3
） 自
分
の
生
活
空
間
が
で
き
、
少
人
数
の
入
居
者
が
交
流
で
き
る
空
間
も

あ
る
こ
と
で
、
入
居
者
の
ス
ト
レ
ス
が
減
る（
認
知
症
高
齢
者
の
徘
徊
な
ど
が

少
な
く
な
る
例
も
多
い
）。

（
4
） 家
族
が
周
囲
に
気
兼
ね
な
く
入
居
者
を
訪
問
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
家

族
関
係
が
深
ま
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

（
5
） イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
防
止
に
効
果
が
あ
る
。
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「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
職
員
構
成
は
表
6
の
と
お
り
。
参
考
の
た

め
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」が
ま
だ
政
権
交
代
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い

二
〇
〇
三
年
七
月
時
点
で
の
デ
ー
タ
を
、
調
査
時
点
の
二
〇
〇
五
年
一
〇

月
の
デ
ー
タ
と
比
較
し
た
。
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
職

員
は
二
〇
五
名
か
ら
一
八
二
名
へ
と
一
一
%
減
、
う
ち
常
勤
職
員
比
率
は

七
二・七
%
か
ら
六
九・二
%
へ
と
低
下
し
た
。
低
下
し
た
と
は
い
え
、
常
勤

職
員
比
率
約
七
〇
%
は
、
他
施
設
に
比
べ
て
高
い
。
常
勤
職
員
の
平
均
勤
続

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ケ
ア
実
践

―
ソ
フ
ト
面

5

利
用
者
は
ユ
ニ
ッ
ト
の
隣
人
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
ユ
ニ
ッ
ト
の
共
有

空
間
は
、「
居
間
」と
い
う
よ
り「
町
内
」の
感
覚
で
認
識
さ
れ
て
お
り
、
利
用

者
に
と
っ
て
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト・
ゾ
ー
ン
は
、
個
室
に
限
定
さ
れ
る
。
共
有

空
間
に
あ
ま
り
出
て
き
た
が
ら
な
い
利
用
者
を
も
、
日
中
は
個
室
か
ら
ユ

ニ
ッ
ト
の
セ
ミ
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト・
ゾ
ー
ン
へ
連
れ
出
す
の
は
、
死
角
を
な
く

し
て
ケ
ア
を
や
り
や
す
く
し
た
い
と
い
う
職
員
側
の
都
合
か
ら
で
あ
る
。

8
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
質
は
ハ
ー
ド
の
条
件
だ
け

で
は
決
ま
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
人
的
条
件
が
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
よ
う
。

のれんの目隠しと履き物の着脱によりパブリック・ゾーンと
プライベート・ゾーンの境界線が形成されている。

図30

図29　「ケアタウンたかのす」ガラスのピラミッド

2005年3月撮影

表6　「ケアタウンたかのす」職員内訳

職員数 2003年7月 2005年10月
常勤職員（含嘱託職員） 149名 126名
臨時職員 16名 21名
パート職員 40名 35名
計 205名 182名
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た
か
の
す
福
祉
公
社
も
職
員
の
全
国
募
集
に
踏
み
切
り
、
多
く
の
県
外
応
募

者
を
獲
得
し
た
。
こ
の
事
実
も
の
ち
に
反
対
派
か
ら
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か

の
す
」が
地
元
の
雇
用
創
出
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
と
非
難
を
浴
び
る
も
と

に
な
っ
た
が
、
実
際
の
採
用
人
事
の
結
果
は
、
鷹
巣
出
身
者
が
五
割
、
鷹
巣

以
外
の
秋
田
県
内
出
身
者
が
四
割
、
純
粋
な
県
外
出
身
者
は
一
割
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
も
別
な
見
方
を
す
れ
ば
、
働
き
盛
り
の
年
齢
の
人
口
が
、
外
部
か

ら
流
入
し
て
く
る
こ
と
で
、
生
活
関
連
の
産
業
も
潤
う
か
ら
町
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。

ケ
ア
の
質
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
の
条
件
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
っ
て
、
採
用
人
事
か

ら
人
材
管
理
ま
で
を
担
当
し
た
た
か
の
す
福
祉
公
社
の
初
代
専
務
理
事 

飯

田
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
か
ら
、
再
構
成
し
て
み
よ
う
。 

飯
田
は「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た

か
の
す
」の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
か
ら 

岩
川
町
長
落
選
ま
で
四
年
半
勤
め
た
の
ち
、

 

岩
川
の
町
長
落
選
の
報
を
聞
い
て
、
直
ち
に
専
務
理
事
の
職
を
辞
し
た
。

 

飯
田
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
の
質
を
決
定
す
る
の
は
、（
1
）人
手
、（
2
）研
修
、

（
3
）利
用
者
本
位
の
理
念
の
三
つ
で
あ
る
と
い
う
。（
1
）人
手
は
手
厚
い
人

員
配
置
を
可
能
に
す
る
ワ
ー
カ
ー
の
数
、（
2
）研
修
は
ワ
ー
カ
ー
の
人
材
と

し
て
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
、（
3
）利
用
者
本
位
と
は
個
別
ケ
ア
に
も
と
づ
く
高

齢
者
の
尊
厳
の
重
視
で
あ
る
。
順
に
述
べ
て
い
こ
う
。

（
1
）人
員
配
置
に
つ
い
て
は
、
一・五
対
一
を
切
る
の
が
目
的
、
一・四
五

対
一
は
達
成
し
た
か
っ
た
と
し
、 

岩
川
町
政
下
で
は
一
時
期
、
実
際
に
そ
の

水
準
が
達
成
さ
れ
た
。
身
分
保
障
の
あ
る
常
勤
職
員
と
し
て
ワ
ー
カ
ー
を
待

年
数
は
非
常
勤
職
員
に
比
べ
て
長
く
、
離
職
率
も
低
い
。
経
験
の
蓄
積
が
も

の
を
い
う
ケ
ア
の
現
場
で
は
、
ベ
テ
ラ
ン
の
職
員
や
中
間
リ
ー
ダ
ー
が
い
る

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
材
の
離
職
率
が
高
い
と
職
場
に
大
き
な

損
失
を
こ
う
む
る
。
労
働
条
件
は
ワ
ー
カ
ー
の
定
着
率
を
高
め
る
重
要
な
条

件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

個
別
ケ
ア
と
チ
ー
ム
ケ
ア
を
理
念
と
す
る「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の

人
員
配
置
は
、
国
の
基
準
が
利
用
者
に
対
し
て
三
対
一
で
あ
る
の
に
対
し
、

一・四
対
一
を
目
標
と
し
た
。
二
〇
〇
五
年
時
点
で
人
手
不
足
の
た
め
に
一・

五
対
一
ま
で
に
低
下
し
た
が
、
そ
れ
で
も
国
の
基
準
に
対
し
て
倍
の
人
員
配

置
を
維
持
し
て
い
た
。

ケ
ア
の
質
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
人
手
が
重
要
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
の
人
材
に
対
し
て
、
常
勤
雇
用
を
基
本
と
し
た
身
分
保
障
を
す
る
べ

き
だ
と
い
う
の
が
、
た
か
の
す
福
祉
公
社
の
初
代
理
事
長
で
あ
る
当
時
の
町

長 

岩
川
と
初
代
専
務
理
事 

飯
田
勤7

❖

の
信
念
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
高
い
常

勤
雇
用
率
は
人
件
費
比
率
を
押
し
上
げ
、
二
〇
〇
三
年
時
に
約
七
〇
%
、
財

政
が
圧
迫
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
時
に
約
八
〇
%
に
達
し
、
支
出
を
抑
制
し
た

再
建
案
で
は
、
職
員
の
リ
ス
ト
ラ
し
か
な
い
、
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
事

実
そ
れ
以
降
も
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
先
行
き
に
不
安
を
抱
い
た
職

員
の
離
職
は
続
き
、
常
勤
職
の
欠
員
の
補
充
は
な
く
、
非
常
勤
職
員
で
置
き

換
え
ら
れ
る
状
況
が
続
い
た
。

職
員
の
待
遇
を
年
収
三
〇
〇
万
円
水
準
に
置
い
た
武
蔵
野
市
福
祉
公
社
が
、

初
年
度
の
採
用
に
大
卒
男
子
の
応
募
を
得
た
こ
と
で
注
目
を
集
め
た
よ
う
に
、
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ぶ
べ
き
か
に
つ
い
て
の
企
画
力
が
備
わ
っ
て
い
な
い
と
研
修
の
効
果
が
な

い
」と
い
う
。
中
間
リ
ー
ダ
ー
を
育
て
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
に
は
時

間
が
か
か
る
。
政
権
交
代
後
は
、
中
間
リ
ー
ダ
ー
層
の
退
職
が
相
次
ぎ
、
厳

し
い
状
況
に
あ
っ
た
。

最
後
に
、（
3
）個
室
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
利
用
者
本
位
の
個
別
ケ
ア
を
理
念

と
す
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
の
ハ
ー
ド
を
支
え
る
ソ
フ
ト
は
、
利
用
者
に

応
じ
た
個
別
ケ
ア
と
そ
れ
を
支
え
る
チ
ー
ム
ケ
ア
と
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

遇
し
た
い
と
い
う
目
標
も
、
高
い
割
合
で
達
成
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
労
働

条
件
だ
け
が
ワ
ー
カ
ー
の
質
を
決
め
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」が
力
を
入
れ
た
の
は
、（
2
）職
員
研
修
で
あ
る
。

個
別
ケ
ア
で
先
進
的
な
実
践
を
し
て
い
る
国
内
の
モ
デ
ル
施
設
に
派
遣
す
る

だ
け
で
な
く
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
も
職
員
を
派
遣
し
た
。
ま
た
施
設
内
の
多
目

的 

ホ
ー
ル
で
頻
繁
に
開
催
さ
れ
た
研
修
会
に
、
国
内
外
の
専
門
家
に
講
師
に

来
て
も
ら
っ
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
型
の
ケ
ア
を
め
ざ
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら

O　
J　
T（O

n the Job Training

）研
修
に
講
師
を
招
い
た
こ
と
も
あ
る8

❖

。
こ
れ
ら

の
研
修
は
勤
務
時
間
外
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
出
席
率
は
高
く
、
職
員
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
高
か
っ
た
。
政
権
交
代
後
の
財
政
の
圧
迫
は
研
修
費
用
に

も
し
わ
よ
せ
さ
れ
、
何
よ
り
人
手
不
足
か
ら
余
裕
を
失
っ
た
職
員
の
時
間
外

研
修
出
席
率
も
低
下
し
た
と
い
う
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
全
国
か
ら
毎
年
四
〇
〇
〇
人
規
模
で
訪
れ
る
視
察
者

や
外
部
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
も
、
職
員
の
プ
ラ
イ
ド
と
モ
ラ
ル
に

影
響
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
全
国
区
の
メ
デ
ィ
ア
効
果
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー

ト・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、「
日
本
一
の
福
祉
の
町
」の
ブ
ラ
ン
ド
効
果
な
ど

は
、
職
員
の
採
用
に
も
モ
ラ
ル
に
も
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
果
を
与
え
て
い
た

は
ず
だ
。

 

飯
田
は
人
材
管
理
の
う
え
で
、
中
間
リ
ー
ダ
ー
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。

「
ひ
と
り
の
ス
ー
パ
ー
マ
ン
は
要
ら
な
い
、
職
員
ひ
と
り
ひ
と
り
の
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
が
大
事
」と
い
う
。「
研
修
の
成
功
は
中
間
リ
ー
ダ
ー
に
か
か
っ
て
い

る
」と
し
て
、「
研
修
で
人
を
出
す
な
ら
誰
を
出
す
か
が
問
題
だ
し
、
何
を
学

❖
7  

飯
田
は
九
〇
年
に
厚
生
省（
当
時
）に
二
種
国
家
公
務
員
と
し
て
入
省
、
生
活
保
護
関
連
の

業
務
を
担
当
し
た
。
九
三
年
に
鷹
巣
町
長
か
ら
厚
生
省
へ
人
材
派
遣
の
依
頼
が
あ
り
、
そ
れ
に
応

じ
た
。
市
町
村
へ
厚
生
省
の
役
人
が
出
向
す
る
の
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

飯
田
は
鷹
巣
町
の

福
祉
保
健
課
に
所
属
し
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
と
も
に「
ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す
」計
画
を
担

当
。
九
四
年
に
ケ
ア
ポ
ー
ト
計
画
が
議
会
で
否
決
さ
れ
て
か
ら
、
地
方
政
治
に
関
心
を
持
ち
始
め

た
。
鷹
巣
で
三
年
勤
め
て
か
ら
厚
生
省
を
退
職
、「
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
住
民
の
声
を
ど
う
政
策
化

し
て
い
る
か
、
知
り
た
い
」と
い
う
動
機
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
留
学
を
決
意
し
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
で

は
国
民
成
人
学
校
へ
入
学
、
留
学
の
成
果
の
第
一
は
、
障
害
者
の
多
い
国
民
成
人
学
校
で
障
害
者

と
健
常
者
の
支
え
合
い
の
し
く
み
を
学
ん
だ
こ
と
、
第
二
は
特
養
で
の
介
護
経
験
の
あ
る
A
氏
と

の
出
会
い
で
あ
る
。
A
氏
は
そ
の
後
、
認
知
症
ケ
ア
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て「
ケ
ア
タ
ウ
ン

た
か
の
す
」の
ソ
フ
ト
を
つ
く
り
出
す
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
な
っ
た
。
鷹
巣
へ
戻
る
予
定
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
が
、 

岩
川
と
デ
ン
マ
ー
ク
で
再
会
、「
北
欧
な
み
の
介
護
」と「
介
護
の
社
会
化
」を

目
指
さ
な
い
か
と
い
う
誘
い
に
乗
っ
て
、
三
四
歳
で「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
専
務
理
事
に
就

任
、「
鷹
巣
に
行
っ
た
か
ら
人
生
が
変
わ
っ
た
、
鷹
巣
へ
行
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
今
で
も
霞
ヶ

関
に
い
る
だ
ろ
う
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
言
う
。

❖
8 

こ
と
ば
が
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
専
門
家
は
終
日
施
設
内
で
の
ケ
ア
実
践

を
観
察
し
、
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
職
員
に
与
え
た
。
こ
う
し
た
交
流
は
デ
ン
マ
ー
ク
へ
研
修
へ

出
か
け
る
機
会
の
な
い
職
員
に
も
、
刺
激
を
与
え
た
。
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考
え
る
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
認
知
症
ケ
ア
で
も
、
全
国
に
先
駆
け

た
実
践
モ
デ
ル
だ
っ
た
。「
認
知
症
で
も
本
人
の
意
思
を
尊
重
し
た
ケ
ア
を

す
る
」こ
と
が
基
本
、
拘
束
や
隔
離
は
し
な
い
。
拘
束
を
し
な
い
で
す
む
た

め
に
も
、
人
手
は
不
可
欠
だ
っ
た
。
現
場
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
は
比
較
的
要
介
護
度
の
似
通
っ
た
利
用
者
が
集
め
ら

れ
て
お
り
、
認
知
症
の
利
用
者
は
同
じ
ユ
ニ
ッ
ト
に
集
め
ら
れ
て
い
た
。
他

の
施
設
の
よ
う
に
は
施
錠
は
し
て
い
な
い
が
、
重
度
の
認
知
症
者
の
み
の

ユ
ニ
ッ
ト
で
一
人
勤
務
を
こ
な
す
職
員
の
負
担
は
重
い
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
。「
ユ
ニ
ッ
ト
に
い
る
と
脱
け
ら
れ
な
い
ア
リ
地
獄
」（
職
員・男
性・三
〇
代
）と

い
う
声
も
聞
か
れ
た
。
他
に
市
街
地
に
民
家
を
改
造
し
た
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

が
開
設
さ
れ
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
職
員
が
ケ
ア
に
あ
た
っ
て
い
た

が
、
家
族
に
評
判
の
よ
か
っ
た
こ
の
施
設
も
、
政
権
交
代
後
閉
鎖
の
対
象
と

な
っ
た
。

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
は
ど
う
か
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
実
践
例
は
、
開
設
後

二
〇
〇
〇
年
度
に
四
名
、
二
〇
〇
一
年
度
に
一
〇
名
、
二
〇
〇
二
年
度
に

一
一
名
、
二
〇
〇
三
年
度
に
三
名
、
二
〇
〇
四
年
度
に
六
名
。
二
〇
〇
三
年

に
看
護
部
長
が
交
代
し
た
あ
と
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
件
数
は
激
減
し
た
。

末
期
医
療
の
た
め
に
積
極
的
に
入
院
さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
た
た
め
と
想
定

さ
れ
る
。

特
養
の
よ
う
に
デ
ッ
ド
エ
ン
ド
で
は
な
く
、
短
期
入
所
を
経
て
家
庭
へ
帰

す
こ
と
が
目
的
の
老
健
施
設
に
と
っ
て
は
、
年
に
二
桁
台
に
達
す
る
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
の
事
例
は
異
例
に
多
い
と
い
わ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
か
も
し
れ

ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
は
職
員
が「
一
匹
狼
」に
な
り
や
す
い
、
と 

飯
田
は
指
摘
す

る
。
ま
た
夜
間
に
は
一
人
職
場
の
不
安
が
と
も
な
う
。
職
員
の
ひ
と
り
よ
が

り
を
是
正
し
、
不
安
を
と
り
の
ぞ
く
の
が
チ
ー
ム
ケ
ア
で
あ
る
。

北
秋
中
央
病
院
か
ら
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
て
初
代
看
護
部
長
に
就
任
し
た 

成
田

康
子
は 

飯
田
と
と
も
に
、
利
用
者
本
位
の
個
別
ケ
ア
の
ソ
フ
ト
を
つ
く
り
だ

し
て
き
た
リ
ー
ダ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
女
が
重
視
し
た
の

が
、
利
用
者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
人
史
に
も
と
づ
く
生
活
の
場
の
継
続
と
し

て
の
ケ
ア
で
あ
る
。
そ
の
た
め
新
規
の
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
朝
の
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
で
家
庭
背
景
や
生
活
歴
な
ど
、
情
報
の
共
有
に
努
め
た（
ヒ
ヤ
リ
ン

グ
よ
り
）。
ま
た
専
門
領
域
を
越
え
た
チ
ー
ム
ケ
ア
の
実
現
の
た
め
に
、
看
護

と
介
護
の
一
貫
性
を
唱
え
た
。
看
護
職
も
入
浴
介
護
な
ど
に
あ
た
り
、
介
護

職
も
投
薬
等
の
看
護
知
識
を
学
ぶ
。
職
場
の
階
層
秩
序
を
崩
し
、
協
働
を
可

能
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
双
方
の
負
担
が
増
え
る
が
、
両
者
共
に
人
材
と
し

て
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
す
る
と 

成
田
は
指
摘
す
る
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」で

は
、
事
務
職
で
あ
っ
て
も
い
つ
で
も
介
護
に
関
わ
る
体
制
が
要
求
さ
れ
た
。

後
述
す
る
が
、「
業
務
改
善
調
査
」の
た
め
に
、 

成
田
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た 

大
友
信
勝
は
、
こ
れ
を「（
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
）ハ
ー
ド
を
い
か
し
て
い
く
ソ
フ

ト
」（
か
っ
こ
内
引
用
者
）﹇ 

大
友2004: 63

﹈と
呼
ぶ
。
だ
が
、 

成
田
も
、
政
権
交
代
時

に
、 

飯
田
と
と
も
に
職
を
辞
し
た
。

ケ
ア
の
質
を
判
定
す
る
指
標
と
な
る
認
知
症
ケ
ア
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。

 

飯
田
は「
認
知
症
ケ
ア
が
で
き
れ
ば
、
ど
ん
な
高
齢
者
ケ
ア
も
で
き
る
」と



3 9 5 第 15章　官セクターの成功と挫折

り
の
声
が
湧
い
た
。

以
上
の
よ
う
な「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ケ
ア
実
践
は
、
利
用
者
と
そ

の
家
族
か
ら
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
?　
わ
た
し
た

ち
は
、
利
用
者
と
そ
の
家
族
に
も
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
。

そ
の
前
に「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
利
用
実
績
に
つ
い
て
概
況
を
述

べ
て
お
こ
う
。
二
〇
〇
二
年
度
の
実
績
に
よ
れ
ば
、
定
員
八
〇
名
の
老

健
施
設
の
年
間
延
べ
利
用
者
数
は
一
二
八
人
、
年
間
延
べ
利
用
日
数
は

二
万
八
〇
〇
五
日
、
一
日
平
均
利
用
者
数
は
七
六・
七
人
。
定
員
三
〇
名
の

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
は
年
間
利
用
者
数
二
〇
九
人
、
延
べ
利
用
日
数
一
万
二
八

日
、
一
日
平
均
利
用
者
数
二
七・
五
人
。
他
に
二
ヵ
所
の
通
所
介
護
、
配
食

サ
ー
ビ
ス
、
訪
問
介
護
、
訪
問
看
護
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
の
事
業
も
ほ

ぼ
フ
ル
稼
働
し
て
い
る
。
老
健
退
所
者
の
行
き
先
は
計
七
一
件
中
、
在
宅
が

三
八
件
、
医
療
機
関
が
九
件
、
介
護
保
険
施
設
が
一
三
件
、
死
亡
が
一
一
件
。

老
健
か
ら
在
宅
に
戻
る
率
が
高
く
、
本
来
の
意
味
で「
老
健
」の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
死
亡
件
数
が
多
い
理
由
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
と
こ
ろ
で
論

じ
た
。

利
用
者
の
多
く
は
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
紹
介
で
入
所
し
て
お
り
、
他
の
施

設
と
比
較
し
て
ケ
ア
の
質
を
判
定
す
る
だ
け
の
情
報
を
持
た
な
い
。
介
護
保

険
を
利
用
し
て
い
る
意
識
も
薄
く
、
対
価
を
支
払
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
も

少
な
い
。
7
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
利
用
者
満
足
」を
指
標
と
し
て「
ケ
ア

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
利
用
者

6

な
い
。
だ
が
こ
れ
も
、
現
実
に
は
行
き
場
の
な
い
高
齢
者
を
や
む
な
く
看
て

い
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
自
身
医
師
で
あ
る
老
健
管
理
者（
男
性・七
〇
代
）は

「
儲
か
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
む
を
え
ず
や
る
」と
い
う
。
薬
剤
を
投
与
し

て
も
病
院
と
は
違
っ
て
請
求
で
き
な
い
し
、「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
が
ひ
と
り

い
る
と
、
施
設
側
は
持
ち
出
し
で
人
手
の
負
担
も
重
い
が
、
本
人
と
家
族
の

要
望
で
や
む
な
く
引
き
受
け
て
い
る
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
い
う
。
こ
の
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
の
多
さ
は
、
町
長
選
の
な
か
で
、「「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は

入
居
者
を
死
な
せ
て
い
る
」と
対
立
陣
営
か
ら
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ・キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
そ
の
も
の
が
厚
労
省
の
政
策
転
換

の
た
め
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
か
ら
厚
労
省

は
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
に「
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
」を
導
入
。
そ
れ
ま
で
の
利
用
料
に
居

室
費
用
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
場
合
は
、

利
用
料
月
額
約
六
万
円
が
約
一
四
万
円
に
上
昇
、
費
用
負
担
能
力
の
あ
る
利

用
者
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
利
用
料
が
減
免
さ
れ
る
生
活
保
護
世
帯
の
利
用
者

し
か
、
入
居
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
利
用
者
の
家
族
の
な
か
に
は
、
個

室
を
二
人
部
屋
仕
様
に
し
て
継
続
利
用
を
求
め
る
声
も
あ
っ
た
が
、
ホ
テ
ル

コ
ス
ト
導
入
後
、
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
地
域
の
経
済

水
準
か
ら
す
れ
ば
、
月
額
一
四
万
円
の
利
用
料
は
高
い
と
思
え
る
。
地
元
住

民
の
安
心
の
た
め
に
公
費
を
投
じ
て
つ
く
っ
た
施
設
が
、
富
裕
層
の
た
め
の

も
の
と
な
れ
ば
、
反
発
も
起
き
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て「
新
型
特
養
」を
推
奨
し
、

そ
の
あ
と
で「
梯
子
を
は
ず
し
た
」厚
労
省
の
政
策
転
換
に
は
、
現
場
か
ら
怒
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た
。
利
用
者
の
一
人
は
、
二
〇
〇
三
年
の
町
長
選
に
施
設
に
迎
え
に
来
た
婿

の
車
に
乗
っ
て
投
票
所
へ
。
婿
に
言
わ
れ
る
ま
ま
、
対
立
候
補
に
投
票
し
た

と
い
う（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
よ
り
）。
こ
の
利
用
者（
女
性
）は
対
立
候
補
の
主
張
に
つ
い

て
知
ら
ず
、
そ
れ
が
自
分
の
生
活
に
ど
う
影
響
す
る
か
を
自
覚
し
て
い
な

か
っ
た
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ケ
ア
の
質
が
、
ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
の
両
側
面

に
お
い
て
、
利
用
者
と
そ
の
家
族
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確

認
さ
れ
た
が
、
ワ
ー
カ
ー
自
身
は
そ
れ
を
ど
う
認
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」に
応
募
し
採
用
さ
れ
た
人
々
の
前
職
は
、
事
務

職
員
、
電
機
屋
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
か
な
ら
ず
し
も
介
護
職
経
験
者

ば
か
り
で
は
な
い
。
な
か
に
は 

岩
川
、 

飯
田
の
理
念
に
共
鳴
し
て
、「
自
分

の
人
生
を
や
り
な
お
し
て
み
よ
う
と
思
っ
て
」（
厨
房
職
員・女
性・四
〇
代
）応
募
し

た
と
い
う
女
性
も
い
る
。
た
か
の
す
ブ
ラ
ン
ド
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
高
い

人
材
を
引
き
寄
せ
た
効
果
が
う
か
が
わ
れ
る
。

た
か
の
す
福
祉
公
社
の
常
勤
職
員
の
給
与
は
老
健
職
員
で「
手
取
り

二
二
、三
万
」、
居
宅
支
援
で「
手
取
り
一
六
万
く
ら
い
」。
通
所
の
非
常
勤
職

員
が「
一
二
万
く
ら
い
」。
既
婚
男
性
ワ
ー
カ
ー
が「
報
酬
に
は
満
足
」（
居
宅
支

援・男
性・三
〇
代
）と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
生
活
費
の
安
い
地
方
都
市
で
は
報

酬
額
に
あ
ま
り
不
満
は
聞
か
れ
な
い
。

ス
タ
ッ
フ
の
モ
ラ
ル
は
、
利
用
者
と
そ
の
家
族
の
証
言
に
よ
っ
て
も
裏
づ

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ワ
ー
カ
ー

7

の
質
」を
評
価
す
る
の
は
、
適
切
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

だ
が
、
他
施
設
利
用
の
経
験
の
あ
る
利
用
者
や
、
家
族
か
ら
は
高
い
評
価

が
聞
か
れ
た
。
病
院
か
ら
移
動
し
て
き
た
利
用
者
や
六
人
部
屋
の
他
の
施
設

を
利
用
し
た
経
験
の
あ
る
利
用
者
と
そ
の
家
族
に
は
、
個
室
に
対
す
る
評
価

は
高
い
。

利
用
者
か
ら
も
家
族
か
ら
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
の
が
ス
タ
ッ
フ

の
ケ
ア
で
あ
る
。「
本
人
の
パ
ニ
ッ
ク
を
心
配
し
て
い
た
が
、
プ
ラ
イ
ド
を

配
慮
し
て
く
れ
た
の
で
パ
ニ
ッ
ク
が
お
こ
ら
な
か
っ
た
」（
家
族・女
性・六
〇
代
）、

「
ト
イ
レ
に
行
く
前
に
そ
そ
う
し
て
し
ま
っ
た
が
、
全
然
イ
ヤ
な
顔
を
せ
ず

に
そ
っ
と
直
し
て
く
れ
た
」（
家
族・女
性・六
〇
代
）、「
誰
に
何
を
尋
ね
て
も
、
と

げ
と
げ
し
い
答
は
返
っ
て
こ
な
か
っ
た
」（
家
族・女
性・六
〇
代
）な
ど
、
具
体
的・

個
別
的
な
ス
タ
ッ
フ
と
の
信
頼
関
係
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
く
聞
か
れ
た
。
入

所
し
て
か
ら
利
用
者
の
状
態
が
改
善
さ
れ
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
。
自
分
も

将
来
入
所
し
た
い
と
い
う
家
族
も
い
た
。
と
り
わ
け
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
経

験
し
た
家
族
の
感
謝
の
気
持
ち
は
大
き
い
。

家
族
は
ス
タ
ッ
フ
に
感
謝
し
つ
つ
、「
ワ
ー
カ
ー
の
過
剰
労
働
が
一
番
の

問
題
」と
よ
く
見
て
い
る
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ワ
ー
カ
ー
は
、
時

間
外
の
研
修
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
や
休
日
出
勤
な
ど
を
す
す
ん
で

こ
な
す
モ
ラ
ル
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
で
あ
る
こ
と
は
家
族
に
よ
っ
て
も
証
言
さ

れ
て
い
る
。

だ
が
、
町
長
交
代
に
よ
っ
て「
市
政
の
影
響
で
利
用
制
限
が
始
ま
る
の
で

は
な
い
か
」（
利
用
者・女
性・八
〇
代
）と
い
う
不
安
を
持
っ
て
い
る
利
用
者
も
い
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政
権
交
代
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ま
で
全
面
的
な
庇
護
者
だ
っ
た
は
ず
の
町

と
対
決
姿
勢
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
危
惧
か
ら
、
二
〇
〇
三
年
五

月
に
た
か
の
す
福
祉
公
社
に
は
初
め
て
労
働
組
合
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の

す
」ユ
ニ
オ
ン
が
組
織
さ
れ
た
。
二
〇
〇
五
年
七
月
の
調
査
時
に
は
、
全
職

員
一
八
二
名
の
う
ち
一
七
七
名
が
加
入
、
加
入
率
九
七
%
、
そ
の
う
ち
正
職

員
一
二
二
名
、
臨
時
職
員
二
〇
名
、
パ
ー
ト
三
四
名
。
当
時
の
理
事
会
と
は

公
然
た
る「
労
使
協
調
路
線
」を
標
榜
し
て
い
た
が
、
ユ
ニ
オ
ン
は
理
事
会
と

の
団
体
交
渉
で
、「
将
来
に
わ
た
っ
て
安
心
し
て
働
き
つ
づ
け
る
た
め
に
」基

本
給
の
昇
給
を
要
求
し
た
。
補
助
金
打
ち
切
り
騒
ぎ
の
さ
な
か
の
賃
上
げ
交

渉
に
、
理
事
会
は
困
惑
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
た
か
の
す
福
祉
公
社
が
自
ら

「
補
助
金
ゼ
ロ
宣
言
」を
出
す
な
か
で
、
こ
の
先
、
職
員
数
の
減
少
、
正
規
職

の
非
正
規
職
へ
の
置
き
換
え
、
賃
下
げ
と
い
う
リ
ス
ト
ラ
案
が
浮
上
し
て
く

る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
状
況
の
も
と
で
、
ユ
ニ
オ
ン
が「
労
使
協
調
路
線
」

を
貫
け
る
か
ど
う
か
は
す
で
に
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
指
定
管
理

者
が
社
協
に
移
る
こ
と
が
確
定
し
て
か
ら
は
、
ユ
ニ
オ
ン
の
激
し
い
切
り
崩

し
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。
経
営
が
移
管
し
て
も
、
事
業
の
継
続
性
か
ら
言
っ

て
、
ワ
ー
カ
ー
を
総
入
れ
替
え
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
公
社
か
ら
社
協

へ
と
異
動
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
ワ
ー
カ
ー
に
、
ユ
ニ
オ
ン
関
係
者
の
多
く

の
姿
は
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
秋
の
時
点
で
社
協
が
確
保
し
た
人
員
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
医

師
一
、
看
護
師
一
五
、
介
護
職
員
七
〇
に
加
え
て
事
務
職
員
等
を
加
え
た
職

員
数
は
計
一
五
三
名
。
二
〇
〇
三
年
時
の
医
師
一
、
看
護
師
一
六
、
介
護
職

け
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
五
年
調
査
時
に
お
い
て
も
、
す
こ
ぶ
る
高
か
っ

た
。
臨
時
職
員
で
も
ふ
だ
ん
か
ら
時
間
外
勤
務
が
当
た
り
前
、
終
業
時
間
は

決
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
通
り
に
帰
る
職
員
は
少
な
い
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部

門
の
臨
時
職
員
で
も「
終
わ
り
は
六
時
半
だ
か
ら
終
わ
り
、
で
は
な
く
、
納

得
す
る
ま
で
や
っ
て
帰
る
」と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
高
い
。
臨
時
職
員
の
女

性
は
、「
一
生
懸
命
働
い
て
い
る
と
、
親
か
ら「
そ
れ
以
上
や
っ
て
も
お
カ
ネ

も
ら
え
な
い
ん
で
し
ょ
」「
あ
ん
た
使
わ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
」な
ど
と
言
わ
れ

る
」と
い
う
。
賃
金
以
上
の
働
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
、
家
族
が
裏
づ
け

て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

だ
が
政
権
交
代
後
の
二
年
間
の
あ
い
だ
に
、
退
職
し
た
職
員
の
補
充
は
お

こ
な
わ
れ
ず
、
調
査
時
点
で
は
、
職
員
の
不
安
や
焦
燥
感
を
聞
く
こ
と
が
多

か
っ
た
。
か
つ
て
の「
ケ
ア
の
質
」を
少
な
く
な
っ
た
人
手
で
維
持
し
た
い
と

い
う
執
念
が
感
じ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
以
下
の
よ
う
な
証
言
も
聞
か

れ
た
。

過
去
二
年
間
、
ケ
ア
の
質
は
確
実
に
下
が
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
極
端
に

目
に
見
え
る
形
の
身
体
拘
束
な
ど
は
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
が
利
用
者
の
横

に
坐
っ
た
り
、
一
緒
に
テ
レ
ビ
を
見
た
り
す
る
な
ど
、
利
用
者
と
の
関

わ
り
を
も
っ
と
持
ち
た
い
が
、
そ
の
余
裕
が
な
い
、
利
用
者
の
生
活

を
守
り
た
い
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
落
と
し
た
く
な
い
が
、
こ
れ
か

ら
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
落
と
さ
な
い
と
は
言
え
な
い（
老
健
常
勤
職
員・男
性・

三
〇
代
）。
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の
質
」は
、
何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
?

鷹
巣
福
祉
の
特
長
は
、「
福
祉
に
行
政
が
責
任
を
持
つ
こ
と
を
明
確
に
し

た
こ
と
」と
、 

岩
川
は
言
う
。

福
祉
の
現
場
の
人
は
、
ひ
た
す
ら
理
想
の
ケ
ア
を
求
め
て
く
れ
れ
ば

い
い
と
思
っ
た
。
行
政
が
福
祉
に
責
任
を
持
つ
こ
と
を
明
確
に
し
た
以

上
、
経
営
責
任
は
公
社
理
事
会
が
持
つ
こ
と
に
な
る
が
、
最
終
的
に
は

行
政
の
責
任
で
あ
る（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
よ
り
）。

た
か
の
す
福
祉
公
社
は
一
〇
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
自
治
体
出
資
、
理
事
長
は
町

長
が
兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
町
長
交
代
に
と
も
な
っ
て
、
岸
部

新
町
長（
の
ち
北
秋
田
市
長
）は
町
長
が
理
事
長
を
兼
務
す
る
こ
と
に
難
色
を
示

し
、
理
事
会
で
の
選
挙
に
よ
っ
て
、
理
事
の
ひ
と
り
だ
っ
た
松
橋
雅
子
が
当

選
、
調
査
当
時
も
理
事
長
職
に
あ
っ
た
。
一
級
建
築
士
の
資
格
を
持
つ
松
橋

は
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」を
生
み
だ
し
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
一

員
で
あ
る
。

 

岩
川
の
い
う「
行
政
の
責
任
」と
は
、
具
体
的
に
は
自
治
体
が
福
祉
予
算
を

組
ん
で
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」を
全
面
的
に
公
的
支
援
す
る
こ
と
を
意

味
し
た
。 

岩
川
町
政
最
終
年
度
、
二
〇
〇
二
年
の
予
算
は
、
総
額
七
九
億

七
〇
〇
〇
万
円
、
う
ち
福
祉
予
算
を
含
む
民
生
費
は
二
四
億
九
〇
〇
〇
万

円
、
三
一・
二
%
を
占
め
る
。
全
国
平
均
の
二
四
%
よ
り
は
高
い
が
、
突
出

し
た
額
で
は
な
い
。
合
併
後
の
二
〇
〇
四
年
の
北
秋
田
市
の
民
生
費
比
率

員
八
一
、
そ
の
他
合
わ
せ
て
計
二
〇
五
名
の
陣
容
と
比
べ
れ
ば
、
約
四
分
の

三
の
人
数
で
あ
る
。
社
協
の
高
坂
祐
司
会
長
は「
一
七
〇
人
の
応
募
者
の
な

か
か
ら
一
〇
九
人
を
採
用
、
現
在
管
理
運
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
福
祉
公
社

の
職
員
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
」と
言
う
。
岸
部
市
長
は「
利
用
者
や
家
族
が

不
安
な
く
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」を
謳
う
が
、
同
時
に「
効
率
的
な

施
設
の
運
営
」を
言
う
こ
と
も
忘
れ
な
い9

❖

。
管
理
者
移
管
に
と
も
な
う
利
用

者
へ
の
説
明
会
で
市
側
は
、「
サ
ー
ビ
ス
の
質
は
維
持
」と
強
調
す
る
が
、
新

体
制
で
そ
れ
が
可
能
か
ど
う
か
は
、
移
管
以
降
の
実
態
の
検
証
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

飯
田
は「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
職
を
辞
し
た
後
、 
外
山
義
が
設
計
し

社
会
福
祉
法
人
生
活
ク
ラ
ブ
が
運
営
す
る
、
同
じ
よ
う
に
全
室
個
室
の
ユ

ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
と
し
て
全
国
に
有
名
な「
風
の
村
」（
千
葉
県
八
街
市
）の
施
設

長
に
請
わ
れ
て
就
任
、
一
年
間
の
約
束
で
勤
務
し
た
。
そ
の
後
、
東
京
都

内
に
あ
る（ 

飯
田
の
表
現
に
よ
れ
ば「
ふ
つ
う
の
」）特
養
の
施
設
長
と
し
て
異
動
し
た
。

三
つ
の
施
設
を
体
験
し
た 

飯
田
の
実
感
は
、「
ケ
ア
の
質
は
、
ケ
ア
タ
ウ
ン

た
か
の
す
、
風
の
村
、
都
内
特
養
の
順
」だ
と
い
う
。
そ
の
基
準
は
、
人
材
、

ケ
ア
の
質
、
ハ
ー
ド（
建
物
）の
三
点
。「
風
の
村
」で
は
常
勤
職
と
非
常
勤
職

と
が
ほ
ぼ
半
々
、
都
内
特
養
は
個
室
で
な
く
四
人
部
屋
で
あ
る
。

「
介
護
保
険
制
度
の
独
立
採
算
内
で
は
、
高
い
ケ
ア
の
質
は
達
成
で
き
な

い
」と
、 

飯
田
は
断
言
す
る
。
そ
の「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の「
高
い
ケ
ア

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ケ
ア
の
質
を

可
能
に
し
た
条
件

8
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だ
が
地
方
自
治
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
言
わ
れ
、
二
一
世
紀
の
住
民
参
加
型

福
祉
を
牽
引
す
る
立
場
に
あ
っ
た
鷹
巣
福
祉
が
、
ご
く
短
期
間
で
暗
転
し
た

の
は
な
ぜ
か
?

鷹
巣
と
な
ら
ん
で
全
国
的
に
名
を
馳
せ
た
地
域
福
祉
の
モ
デ
ル
事
例
に
、

長
野
県
泰や
す

阜お
か

村
が
あ
る
。
泰
阜
村
は
村
長 

松
島
貞
治
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
の
も
と
で
、
村
営
の
二
四
時
間
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
、
市
町
村

合
併
に
も
同
調
し
な
い
考
え
で
、
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。 

松
島
は
、
鷹
巣
福

祉
の
危
機
を
論
じ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
で
、「
泰
阜
村
の
福
祉
は
、
村
民

で
は
な
く
、
行
政
が
守
っ
て
い
ま
す
」と
明
言
し
た
。
そ
こ
に
は
、
自
分
が

自
治
体
首
長
の
座
に
あ
る
限
り「
泰
阜
村
の
福
祉
」を
守
り
抜
く
、
と
い
う
強

い
自
負
が
う
か
が
わ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、 

松
島
政
権
の
終
了
と

と
も
に
福
祉
も
消
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
福
祉
が
地
方
自

治
体
の
政
策
課
題
に
な
る
こ
と
は
、
そ
の
反
面
首
長
の
交
代
で
か
ん
た
ん
に

政
策
が
ひ
っ
く
り
か
え
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
だ
が
、
高
齢
者
の
生
活
と

介
護
は
継
続
性
を
必
要
と
す
る
。
福
祉
が
政
策
の
争
点
と
な
る
と
き
、
何
が

起
き
る
の
か
?

鷹
巣
の
事
例
を
、
北ほ
く

秋し
ゆ
う
地
域
が
昔
か
ら
非
妥
協
的
な
政
争
の
激
し
い
地

域
だ
か
ら
と
、
そ
の
政
治
風
土
の
特
殊
性
に
帰
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
条
件

さ
え
同
じ
な
ら
似
た
よ
う
な
こ
と
が
他
の
自
治
体
で
も
起
き
な
い
と
は
限
ら

は
二
五・
八
%
と
全
国
平
均
な
み
に
低
下
し
た
。
他
方
、
転
換
期
直
前
の
た

か
の
す
福
祉
公
社
の
二
〇
〇
三
年
度
予
算
は
総
額
九
億
八
〇
〇
〇
万
円
、
う

ち
鷹
巣
町
か
ら
の
事
業
委
託
費
が
九
億
七
〇
〇
〇
万
、
補
助
金
八
〇
〇
万
円
、

事
業
収
入
三
〇
〇
万
円
、
そ
の
他
二
〇
〇
万
円
で
あ
る
。

鷹
巣
福
祉
は
、
た
し
か
に
行
政
に
依
存
し
て
き
た
。
事
務
局
次
長（
当
時
）

の
証
言
に
よ
れ
ば
、「
人
件
費
比
率
八
〇
%
、
赤
字
覚
悟
で
行
政
の
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
の
も
と
に
経
営
」し
て
き
た
。
介
護
保
険
事
業
だ
け
で
も
二
〇
〇
五

年
度
に
八
二
〇
〇
万
円
の
赤
字
、
町
の
一
般
会
計
か
ら
の
補
助
金
八
〇
〇
〇 

万
円
は
こ
の
赤
字
補
塡
に
充
て
ら
れ
た
。
政
権
交
代
直
後
二
〇
〇
三
年
三
月

議
会
で
、
七
〇
〇
〇
万
円
の
補
助
金
は
い
っ
た
ん
全
額
削
除
さ
れ
た
が
、
六

月
に
は
ふ
た
た
び
可
決
、
二
〇
〇
五
年
二
月
に
は
公
社
が
自
発
的
に
立
て
た

「
業
務
改
善
三
カ
年
計
画
」を
市
長
が
認
め
、
同
年
一
〇
月
に
は
公
社
側
か
ら

「
補
助
金
ゼ
ロ
宣
言
」を
し
た
経
緯
が
あ
る
。

一
般
財
源
か
ら
の
支
出
の
も
と
は
税
金
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
調
査
時
点

で
の
保
険
料
は
月
額
三
八
九
四
円
、
全
国
平
均
が
三
二
九
三
円
だ
か
ら
割
高

だ
が
、
他
の
市
町
村
と
比
べ
て
も
と
び
ぬ
け
て
高
い
わ
け
で
は
な
い
。

鷹
巣
福
祉
は
、
た
ん
に
お
カ
ネ
だ
け
で
実
現
し
た
の
で
は
な
い
。
自
治
体

首
長
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
い
う
住
民
参
加

の
手
法
、
議
会
と
の
ね
じ
れ
構
造
に
よ
る
危
機
感
と
緊
張
、
デ
ン
マ
ー
ク
モ

デ
ル
と
い
う
理
念
の
導
入
、
個
別
ケ
ア
を
可
能
に
し
た
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
、

メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
注
目
と
ブ
ラ
ン
ド
効
果
、
そ
れ
に
応
え
た
職
員
ら
の
高
い

モ
ラ
ル
…
…
等
々
の
要
因
が
あ
い
ま
っ
て
、
か
ら
く
も
実
現
し
た
も
の
だ
。

❖
9 

北
秋
田
市
H　
P
よ
り〈http://w

w
w.city.kitaakita.akita.jp/index.htm

l

〉。
二
〇
〇
七・一
二・

一
〇
市
社
会
福
祉
協
議
会
情
報
。
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と
、
二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら
社
協
は「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
指
定
管
理

者
を
引
き
受
け
る
に
至
っ
た
。

 

大
友
は
こ
の
調
査
に
短
期
間
で
集
中
的
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
事
情
は 

大

友
自
身
の
介
護
系
雑
誌
へ
の
連
載﹇ 

大
友2004

﹈に
詳
し
い
。
彼
の
報
告
書
は
、

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ケ
ア
の
質
が
高
い
水
準
で
維
持
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
や
観
察
に
も
と
づ
い
て
実
証
し
な
が
ら
、
こ
の
ケ
ア
の

質
を
維
持
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
が
決
し
て
不
当
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
地
域

福
祉
の
責
任
が
行
政
に
あ
る
こ
と
の
妥
当
性
を
主
張
し
た
も
の
だ
っ
た
。
他

の
三
者
に
よ
る
報
告
は
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
ケ
ア
の
質
の
高
さ
に

は
同
意
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ア
が「
町
民
の
血
税
の
ム
ダ
使
い
」に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。

 

大
友
以
外
の
報
告
書
は
、「
公
社
の
行
政
か
ら
の
自
立
」「
独
立
採
算・自
主
経

営
」「
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
受
益
者
負
担
」「
効
率
的
な
経
営
」「
一
般
的
な
企
業

感
覚
」な
ど
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 

大
友
は
報
告
書
の
な
か
で
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」に
対
す
る
非
難
に

対
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
事
実
を
も
っ
て
反
論
し
て
い
る
。
第
一
の「
福
祉

に
カ
ネ
を
か
け
過
ぎ
て
町
の
財
政
が
危
機
に
な
っ
た
」と
い
う
非
難
に
対
し

て
は
、（
1
）た
し
か
に
選
挙
戦
の
争
点
に
な
っ
た
二
〇
〇
二
年
度
予
算
の
経

常
収
支
比
率
は
悪
化
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
た
る
理
由
は
地
方
交
付
税
の
大

幅
減
額
の
た
め
で
あ
る
、（
2
）同
年
に
民
生
費
は
前
年
よ
り
減
額
し
て
お
り
、

（
3
）「
福
祉
の
や
り
す
ぎ
で
教
育
に
カ
ネ
が
回
ら
な
い
、
学
校
に
雨
漏
り
」と

い
う
批
判
に
対
し
て
も
、
教
育
費
は
増
額
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。（
4
）他

な
い
。
次
節
で
は
そ
れ
を
検
証
し
て
み
た
い
。

二
〇
〇
三
年
町
長
選
挙
の
あ
と
、
新
政
権
下
の
議
会
に
よ
っ
て
、「
ケ
ア

タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
業
務
改
善
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
八
月
一
日
に
設

置
、
報
告
書
の
〆
切
り
は
九
月
一
六
日
、
四
人
の
委
嘱
委
員
は
委
員
会
を
開

催
し
て
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
を
一
度
も
持
つ
こ
と
も
な
く
、
各
自
が
報
告
書

を
提
出
す
る
と
い
う
異
例
づ
く
め
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
委
嘱
を
受
け
た
委

員
の
ひ
と
り
、 

大
友
信
勝
の
詳
細
な
レ
ポ
ー
ト﹇ 

大
友2004; 2008

﹈が
、
経
過

を
赤
裸
々
に
示
し
て
く
れ
る
。

業
務
改
善
委
員
会
の
委
嘱
を
受
け
た
の
は
、 
大
友
の
ほ
か
、
地
元
の
会
社

経
営
者
、
元
秋
田
県
福
祉
事
務
所
長
、
医
療
介
護
系
企
業
取
締
役
の
計
四
人
。

 

大
友
は
社
会
福
祉
学
の
研
究
者
で
東
洋
大
学
教
授（
当
時
、
現
職
は
龍
谷
大
学
社
会

学
部
教
授
）、
元
秋
田
県
庁
職
員
の
経
歴
が
あ
り
、
公
社
側
か
ら
推
薦
さ
れ
て

い
た
。
だ
が
そ
れ
以
前
に 

岩
川
ら
と
の
接
触
は
な
く
、
町
政
に
対
し
て「
中

立
」の
立
場
に
立
っ
て
く
れ
る
専
門
家
と
し
て
の
期
待
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た

が
、
ど
の
よ
う
な
調
査
結
果
が
出
る
か
は
、 

大
友
に
も
推
薦
者
に
も
予
想
が

つ
か
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
他
の
三
名
は
新
町
長
派
の
人
選
で
あ
り
、
こ

の
う
ち「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の「
放
漫
経
営
」に
も
っ
と
も
批
判
的
だ
っ

た
会
社
経
営
者
は
、
こ
の
の
ち
町
の
社
会
福
祉
協
議
会
の
会
長
職
に
就
い
た

高
坂
で
あ
る
。
合
併
に
と
も
な
っ
て
、
鷹
巣
町
の
社
協
は
、
北
秋
田
市
の
社

協
に
統
合
、
高
坂
が
ひ
き
つ
づ
き
会
長
職
に
就
い
た
。
こ
の
高
坂
会
長
の
も

業
務
改
善
委
員
会
報
告

9
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（
鷹
巣
福
祉
を
非
難
す
る
）い
ず
れ
の
風
聞
に
も
、
住
民
と
当
事
者
、
職
員
、

「
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」関
係
者
を
分
断
さ
せ
る
効
果
を
狙
っ
た
、
周
到

な
準
備
、
意
図
が
読
み
と
れ
、
世
論
を
誘
導
し
、
次
の
着
手
を
準
備
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
、
背
後
に
何
か
政
治
的
、
社
会
的
な
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
な
仕
掛
け
が
あ
り
、
そ
の
意
図
が
透
け
て
み
え
た（
か
っ
こ
内
引

用
者
）。 

﹇ 

大
友2008: 92

﹈

業
務
改
善
調
査
に
つ
い
て
も
、 

大
友
は「
予
断
と
偏
見
を
持
っ
て
、
最
初

か
ら
結
論
あ
り
き
で
な
さ
れ
て
い
た
」と
見
る
。

 

大
友
に
つ
い
て
十
分
な
予
備
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
推
薦

者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
彼
の
報
告
は
予
想
を
越
え
る
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て 

大
友
は
鷹
巣
福
祉
を
め
ぐ
る
重
要
な
ア
ク
タ
ー

の
ひ
と
り
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
鷹
巣
福
祉
の
歴
史
に
刻
む
こ
と
に
な
っ
た
。

「
住
民
が
選
択
し
た
町
の
福
祉
」は
、
同
じ
住
民
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
が
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
?

二
〇
〇
三
年
町
長
選
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
敗
北
の
原
因
を
、 

岩
川
陣
営

と
公
社
の
関
係
者
は
く
り
か
え
し
検
証
し
て
き
た
。
一
部
の
人
々
は
、「
今

で
も
理
由
が
わ
か
ら
な
い
」「
悪
夢
の
よ
う
だ
」と
い
う
。

 

大
友
は
町
長
選
挙
に
お
け
る 

岩
川
の
敗
因
を
、（
1
）市
町
村
合
併
に
よ
る

「
夢
の
特
例
債
」と
、（
2
）「
福
祉
偏
重
批
判
」か
ら
く
る
風
聞
の
ボ
デ
ィ・
ブ

鷹
巣
の
挫
折
の
検
証

10

方
、
町
の
借
金
で
あ
る
自
治
体
起
債
率
は
秋
田
県
内
の
他
の
市
町
村
に
比
べ

て
も
七・六
%
と
低
く
、
六
九
市
町
村
中
下
か
ら
二
番
目
、
む
し
ろ「
健
全
財

政
」に
入
る
。
合
併
が
予
定
さ
れ
て
い
た
周
辺
自
治
体
の
う
ち
、
相
川
町
の

公
債
率
は
一
四・
七
%
、
森
吉
町
一
八・
六
%
、
阿
仁
町
一
六・
一
%
、
い
ず

れ
も
高
齢
化
率
に
お
い
て
も
鷹
巣
町
を
上
回
る
。
鷹
巣
町
に
と
っ
て
合
併
に

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
状
況
だ
っ
た
。

第
二
に
、「
多
く
の
税
金
を
か
け
て
特
定
の
人
し
か
利
用
で
き
な
い
」と

い
っ
た「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、

 

大
友
に
よ
れ
ば
、「
入
所
判
定
委
員
会
が
調
査
に
も
と
づ
い
て
優
先
順
位
を

公
正
に
決
め
る
た
め
に
、
議
会
有
力
筋
に
よ
る「
口
利
き
」が
通
用
し
な
い
事

へ
の
中
傷
」だ
と
い
う
。「
多
く
の
入
居
者
が
死
亡
し
て
い
る
」と
い
う
中
傷

に
つ
い
て
も
、
利
用
者
と
家
族
の
希
望
で
公
社
に
と
っ
て
は
負
担
と
な
る

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
あ
え
て
実
践
し
た
結
果
だ
っ
た
。

議
会
報
告
が
終
わ
っ
た
後
、
一
一
月
に「
調
査
員
報
告
を
聞
く
町
民
の
集

い
」が
開
催
さ
れ
た
。 

大
友
の
も
と
へ
出
席
依
頼
状
が
届
い
た
の
は
数
日
前

の
こ
と
で
あ
り
、
費
用
負
担
は
自
弁
で
、
と
な
っ
て
い
た
。
自
身
の
父
親
の

タ
ー
ミ
ナ
ル
期
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、 

大
友
は
集
会
に
参
加
、
他
の

三
人
と
違
っ
て
唯
一「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
実
践
を
肯
定
的
に
評
価
し

た
こ
と
で
、
反
対
派
の
町
民
か
ら
激
し
い
ヤ
ジ
を
浴
び
せ
ら
れ
、
そ
の
場
で

立
ち
往
生
す
る
。
そ
の
緊
迫
し
た
光
景
を
、
羽
田
監
督
の
三
作
目
の
カ
メ
ラ

は
現
場
で
捉
え
て
い
る
。

以
上
の
事
情
を
、 

大
友
は
以
下
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
以
下
の
三
点
に
わ
た
っ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。（
1
）「
ケ
ア

タ
ウ
ン
た
か
の
す
」へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
成
功
し
た
理
由
、

（
2
）合
併
が
も
た
ら
し
た
夢
、（
3
）ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
失
速
、
で
あ
る
。

（
1
）「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」へ
の

　
　
ネ
ガ
テ
ィ
ブ・キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
成
功
し
た
理
由

人
口
二
万
二
〇
〇
〇
人
、
高
齢
化
率
二
七・
二
%
、
高
齢
者
数
六
〇
〇
五

人（
二
〇
〇
二
年
度
）の
自
治
体
で
、
約
三
〇
億
円
か
け
て
つ
く
っ
た
立
派
な
施

設
に
、
老
健
定
員
八
〇
名
、
シ
ョ
ー
ト
三
〇
名
、
デ
イ
五
〇
名
、
年
間
の
べ

利
用
者
実
数
五
七
六
名（
介
護
施
設
の
み
、
二
〇
〇
二
年
度
実
績
よ
り
）は
高
齢
者
人
口

六
〇
〇
五
人
の
約
一
割
。
後
期
高
齢
者
に
限
れ
ば
二
五
三
七
人
の
約
四
人
に

一
人
が
利
用
者
と
な
る
。
こ
れ
に
世
帯
当
た
り
の
平
均
構
成
員
数
二・
八
七

人
を
か
け
て
み
る
と
、
ざ
っ
と
一
七
〇
〇
人
程
度
の
町
民
が
、
利
用
者
も
し

く
は
家
族
と
し
て
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
人
口
の
約
七・
五
%
で
あ
る
。
業
務
改
善
委
員
の
ひ
と
り
、
高
坂

の
試
算
に
よ
れ
ば
、
介
護
保
険
の
赤
字
分
を
補
塡
し
て
い
る
町
の
一
般
財
源

か
ら
の
老
健
入
居
者
ひ
と
り
あ
た
り
へ
の
補
助
額
は
年
間
一
三
五
万
円
。
こ

の
負
担
は
、「
ぜ
い
た
く
」で
あ
り
、「
不
公
平
」だ
ろ
う
か
?

た
し
か
に
高
齢
者
介
護
の
負
担
は
、
家
族
に
要
介
護
の
高
齢
者
が
い
る
か

ど
う
か
に
よ
っ
て
、
大
き
な
不
公
平
が
あ
る
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」に

高
齢
者
を
入
居
さ
せ
て
い
る
利
用
者
家
族
は
、
鷹
巣
福
祉
か
ら
大
き
な
恩
恵

を
受
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
分
に
メ
リ
ッ
ト
は

ロ
ー
が
効
い
た
せ
い
だ
と
分
析
す
る
。「
夢
の
特
例
債
」は
、
少
し
考
え
れ

ば「
幻
」だ
と
わ
か
る
よ
う
な
ウ
ソ
、「
風
聞
」の
方
は
根
拠
の
薄
弱
な
デ
マ
で

あ
る
。
か
つ
て 
岩
川
町
政
を
選
ん
だ
町
民
は
、
そ
れ
ほ
ど
欺だ
ま
さ
れ
や
す
い
有

権
者
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?　

 

大
友
は
さ
ら
に
、
市
街
地
に
あ
る
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
が
理
不
尽
な
理
由
で
閉
鎖
さ
れ
た
い
き
さ
つ
、
そ
し
て
町
の
社
会
福

祉
協
議
会
が
つ
な
ぎ
資
金
の
不
足
の
た
め
に
理
事
長
交
代
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
こ
と
、
指
定
管
理
者
の
選
考
過
程
に
お
け
る
疑
問
等
を
あ
げ
て
、「
誰
か

が
シ
ナ
リ
オ
を
つ
く
っ
た
」﹇ 

大
友2008: 100

﹈か
の
よ
う
な
事
件
と
見
て
い
る
。

一
種
の「
謀
略
」説
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
な
ら
そ
の
よ
う
な
謀
略
に
の
せ
ら

れ
る
ほ
ど
、
鷹
巣
の
町
民
は
欺あ
ざ
むか
れ
や
す
い
人
々
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?

鷹
巣
福
祉
退
潮
期
を
描
き
出
す 

大
友
の
筆
致
は
、
不
公
正
に
対
す
る
怒
り
に

あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
と
は
い
え
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
原
因
を
地
方
自
治
の
未

成
熟
に
帰
す
よ
う
な
議
論
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

だ
が
、
不
思
議
な
の
は
、
同
じ
鷹
巣
町
民
が
、
ほ
ん
の
少
し
前
に
は「
地

方
自
治
の
お
手
本
」「
利
用
者
民
主
主
義
が
可
能
に
し
た
住
民
参
加
型
福
祉
」

の
担
い
手
、
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
同
じ
町
民
が「
鷹
巣
福
祉
」を
い
っ

た
ん
は
選
択
し
、
そ
し
て
短
期
間
で
そ
れ
を
覆
し
た
こ
と
に
な
る
。
結
局
は

移
り
気
で
欺
さ
れ
や
す
い
有
権
者
が
、
そ
の
と
き
ど
き
の
時
流
に
乗
っ
て
選

択
し
た
結
果
に
、
自
ら
翻
弄
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
…
…
と
し
た
ら
?　

こ
れ
は「
身
の
丈
福
祉
」ど
こ
ろ
か「
身
の
丈
民
主
主
義
」、
一
種
の
愚
民
政
治

説
と
同
じ
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
謎
を
ど
う
解
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
?
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寄
り
ら
し
く
分
相
応
に
」）と
い
う
差
別
視
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
と
れ
る
。

デ
ン
マ
ー
ク
型
福
祉
と
い
う
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
遠
い
外
国

の
モ
デ
ル
、
公
募
に
応
じ
て
や
っ
て
き
た
他
の
市
町
村
や
他
県
の
出
身
者
た

ち
、
そ
し
て
次
々
に
訪
れ
る
外
部
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
視
察
者
た
ち

…
…「
ガ
イ
ジ
ン
」へ
の
反
感
も
手
伝
っ
た
か
も
し
れ
な
い11

❖

。「「
ケ
ア
タ
ウ
ン

た
か
の
す
」は
地
元
の
雇
用
創
出
効
果
が
な
か
っ
た
」と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ・

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
寄
せ
ら
れ
た
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
考
え
れ
ば
他
地
域
か
ら
の

働
き
盛
り
の
人
口
流
入
は
町
を
活
性
化
さ
せ
る
し
、
新
し
い「
観
光
資
源
」と

し
て
全
国
か
ら
参
観
者
を
ひ
き
つ
け
る「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、
宿
泊

や
飲
食
で
地
元
に
お
カ
ネ
を
落
と
し
て
く
れ
る
こ
と
で
、
地
域
に
経
済
効
果

を
も
た
ら
し
た
は
ず
だ
っ
た
。

政
権
交
代
後
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
参
観
者
は
激
減
し
た
。
い
っ

た
ん
は
全
国
ブ
ラ
ン
ド
と
な
っ
た「
鷹
巣
」は
、
合
併
後
、
地
名
か
ら
も
消
え

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
前
町
長
の
痕
跡
を
消
し
た
い
と
い
う
新
体
制
の
執

念
の
よ
う
に
す
ら
思
え
る
。
資
源
の
少
な
い
地
方
の
過
疎
化
す
る
自
治
体
に

と
っ
て
は
、
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド・イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
も
大
き
な
資
源
で
あ
り
、

そ
れ
を
利
用
し
な
い
手
は
な
い
と
思
え
る
の
に
、
新
体
制
は
そ
の
遺
産
を
も

な
い
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」内
部
の
ケ
ア
実
践
が
ど
ん
な
に
質
の
高
い

も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
他
と
比
べ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
価
値

を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
積
雪
地
帯
と
い
う
土
地
柄
も
あ
っ
て
、
閉
鎖

性
の
高
い
施
設
内
の
情
報
が
、
利
用
者
を
家
族
に
持
た
な
い
一
般
の
町
民

に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
ま
た「
日
本
一
の
福

祉
の
町
」と
い
う
全
国
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
、
地
元
民
が
接
す
る
こ
と
も
あ

ま
り
な
い
と
考
え
ら
れ
る10

❖

。
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
ユ
ニ
オ
ン
関
係
者
は
、

「
日
々
の
ケ
ア
実
践
に
夢
中
で
、
ケ
ア
タ
ウ
ン
の
活
動
を
住
民
に
伝
え
る
努

力
を
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
い
う
。

不
公
平
感
に
加
え
て
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
施
設
が
、
地
域
の
居

住
条
件
を
越
え
た
グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
反
感
を
誘
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
聞
き
と
り
か
ら
は
、
地
域
の
高
齢
者
に
は
自
宅
に
個
室
を
持

た
な
い
者
も
あ
る
こ
と
か
ら
、「
個
室
は
ぜ
い
た
く
」と
い
う
声
も
聞
か
れ
た
。

元
看
護
部
長
は
、「
自
己
主
張
し
な
い
利
用
者
か
ら
、
ど
う
や
っ
て
ニ
ー
ズ

を
聞
き
出
す
か
」を
課
題
と
し
て
い
た
が
、
地
域
性
、
世
代
要
因
、
そ
れ
に

加
え
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
要
因
か
ら
、
利
用
者
の
権
利
意
識
が
弱
く
、「
ケ
ア
タ

ウ
ン
た
か
の
す
」に
お
け
る
ケ
ア
が
、「
分
不
相
応
」と
受
け
と
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
貧
し
い
地
方
自
治
体
に「
日
本
一
の
福
祉
」

は
要
ら
な
い
、「
身
の
丈
福
祉
」で
十
分
、
と
い
う
主
張
が
支
持
を
得
る
基

盤
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
年
寄
り
に
カ
ネ
を
使
っ
て
、
子
ど
も
や
若
者

が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
」と
い
う
世
代
間
対
立
を
あ
お
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ・

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
、
功
を
奏
し
た
。
こ
の
背
後
に
エ
イ
ジ
ズ
ム（「
年
寄
り
は
年

❖
10 
地
元
紙『
秋
田
魁
新
報
』の
占
有
率
は
高
く
、
全
国
紙
を
併
読
し
な
い
読
者
に
は
、
全
国
メ

デ
ィ
ア
の
情
報
は
伝
わ
り
に
く
い
。

❖
11 

原
発
立
地
に
反
対
す
る
市
民
運
動
の
切
り
崩
し
の
た
め
に
、
よ
そ
の
土
地
か
ら
助
っ
人
に

く
る「
ガ
イ
ジ
ン
」に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
利
用
さ
れ
る
様
子
を
、 

山
秋
真

﹇2007

﹈は
活
写
し
て
い
る
。
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る
。
ま
た
全
国
を
巻
き
こ
ん
だ
合
併
ブ
ー
ム
は
、「
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
る
な
」

と
い
う
焦
燥
感
を
、
多
く
の
弱
小
自
治
体
に
与
え
た
。
鷹
巣
で
も
、「
合
併

し
な
い
と
陸
の
孤
島
に
な
る
」と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
張
ら
れ
た
。

（
3
）ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
失
速

鷹
巣
福
祉
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
住
民
参
加
型
自
治
の
成
果
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
産
み
の
親
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
参
加
者
は
最
盛
期
で
約
一
五
〇
人
、
町
民
ほ
ぼ
一
〇
〇
人
あ
た
り
に

一
人
が
参
加
し
た
こ
と
に
な
る
。「
ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す
」の
早
期
実
現
を

求
め
る
九
四
年
の
議
会
へ
の
署
名
に
は
一
万
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
有
権
者
が

参
加
。
九
八
年
の
ケ
ア
タ
ウ
ン
探
検
隊
に
は
町
民
七
〇
〇
名
が
参
加
。
こ
れ

だ
け
の
規
模
と
拡
が
り
の
あ
る「
草
の
根
民
主
主
義
」が
、
な
ぜ
覆
っ
た
の
だ

ろ
う
か
、
と
誰
し
も
疑
問
を
持
つ
こ
と
だ
ろ
う
。

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
最
盛
期
は
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」完
成
直

前
の
ケ
ア
タ
ウ
ン
探
検
隊
の
頃
で
あ
る
。
自
分
た
ち
で
つ
く
り
だ
し
た
施
設

で
、
自
分
た
ち
の
要
望
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
実
現
さ
れ
て
い
く
手
応
え
を
味

わ
っ
た
。「
ケ
ア
タ
ウ
ン
が
わ
れ
わ
れ
の
ゴ
ー
ル
だ
っ
た
」（
男
性・九
〇
代
）

関
係
者
へ
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
か
ら
は
、「
ゴ
ー
ル
を
達
成
し
た
あ
と
、
そ
の

成
果
に
安
住
し
て
活
動
が
停
滞
し
た
」と
い
う
反
省
の
声
が
聞
か
れ
た
。
メ

ン
バ
ー
が
固
定
化
し
、
会
合
も
活
発
に
開
か
れ
な
く
な
っ
た
。
政
権
交
代
後

は
、「
活
動
停
止
状
態
」に
あ
る
。

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
過
程
で
い
く
つ
か
の
問
題
点

捨
て
去
っ
た
。

（
2
）合
併
が
も
た
ら
し
た
夢

も
う
ひ
と
つ
は
合
併
特
例
債
、「
こ
の
先
一
〇
年
で
一
二
〇
〇
億
円
」の
誘

導
で
あ
る
。
こ
れ
は
合
併
後
一
〇
年
間
に
入
っ
て
く
る
予
定
の
地
方
交
付
税

を
概
算
し
た
額
に
実
際
の
特
例
債
二
〇
〇
億
円
を
加
え
た
額
だ
が
、
特
例
債

は
す
べ
て
公
共
事
業
に
し
か
使
え
な
い
う
え
、
借
金
に
は
違
い
な
い
。
平
成

の
大
合
併
を
誘
導
し
た
合
併
特
例
債
の
期
限
は
二
〇
〇
五
年
度
、
こ
の
年
度

に
駆
け
込
み
合
併
を
果
た
し
た
自
治
体
は
多
く
、
北
秋
田
市
も
そ
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
そ
の
前
年
度
に
地
方
交
付
税
が
大
幅
に
減
額
、
こ
れ
が
町
の
財
政

を
硬
直
化
さ
せ
て
、 

岩
川
町
政
に
打
撃
を
与
え
た
。
中
央
政
府
の
行
革
路
線

か
ら
見
れ
ば
、
地
方
交
付
税
が
今
後
減
額
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
予
想
さ
れ
る

事
態
で
あ
り
、
交
付
税
見
込
み
を
含
む「
一
二
〇
〇
億
円
」は
、 
大
友
の
表
現

に
よ
れ
ば「
幻
の
特
例
債
」と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ハ
コ
モ
ノ
に
し

か
使
え
な
い
特
例
債
は
、
地
方
の
活
性
化
を
公
共
事
業
依
存
体
質
に
よ
っ
て

果
た
そ
う
と
す
る
旧
態
依
然
た
る
政
治
手
法
に
拠
っ
て
お
り
、
そ
の「
特
例

債
バ
ブ
ル
」に
浮
か
れ
た
自
治
体
の
な
か
に
は
、
そ
れ
以
降
持
ち
重
り
す
る

ハ
コ
モ
ノ
負
担
に
あ
え
い
で
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

だ
が「
夢（
幻
）の
特
例
債
」が
も
た
ら
し
た
、「
大
型
事
業
で
建
設
業
が
伸

び
る
」、「
大
型
店
を
建
設
し
若
者
に
雇
用
を
創
出
」、「
地
域
医
療
の
中
核
病

院
を
建
設
し
て
安
心
を
も
た
ら
」し
て
、
県
北
の
中
核
都
市
を
め
ざ
す
、
と

い
う
バ
ラ
色
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
多
く
の
有
権
者
に
説
得
力
を
持
っ
た
と
見
え
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り
マ
ク
ロ
な
社
会
変
動
を
文
脈
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
九
〇
年
代

に
始
ま
る
ふ
た
つ
の
大
き
な
政
治
的
改
革
、（
1
）地
方
分
権
改
革
と（
2
）社

会
保
障
基
礎
構
造
改
革
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
福
祉
国
家
の
危

機
を
も
た
ら
し
社
会
保
障
費
の
抑
制
を
帰
結
し
た
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
も
と
の
ネ
オ
リ
ベ
こ
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
な
政
治
改
革
で
あ
る
。

（
1
）地
方
分
権
改
革
は
地
方
の
自
立
と
行
政
の
ス
リ
ム
化
を
求
め
、（
2
）社

会
保
障
基
礎
構
造
改
革
は
福
祉
の「
民
活
」化
と
受
益
者
負
担
の
原
則
を
も
た

ら
し
た
。
そ
の
両
者
が
あ
い
ま
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
施
行
の
介
護
保
険
法
が

成
立
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
介
護
保
険
に
は
、
そ
の
ス
タ
ー

ト
時
か
ら
、
光
と
影
の
両
面
が
あ
る
。

地
方
分
権
改
革
は
、「
地
方
の
自
立
」「
地
方
主
権
」の
名
の
も
と
に
、
中
央

政
府
の
責
任
を
次
々
に
地
方
自
治
体
に
移
管
し
た
。
九
五
年
に
地
方
分
権
推

進
法
を
制
定
し
、
二
〇
〇
三
年
の
地
方
自
治
法
の
大
胆
な
改
正
で
、
地
方
自

治
体
は
、
大
き
な
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。「
三
割
自
治
」の

制
約
の
も
と
に
あ
っ
た
自
治
体
に
と
っ
て
は
、
自
主
的
な
改
革
の
絶
好
の

チ
ャ
ン
ス
が
訪
れ
た
と
も
言
え
る
が
、
法
律
上
は
自
治
の
裁
量
権
を
大
幅
に

与
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
財
源
の
自
主
性
は
与
え
な
い
と
い

う
矛
盾
し
た
政
策
だ
っ
た
。
も
と
も
と
の
動
機
は
、
中
央
政
府
の
財
政
破
綻

を
避
け
る
た
め
の
行
政
改
革
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
央
政
府
の
負

担
の
軽
減
を
意
図
し
て
い
た
。
介
護
保
険
そ
の
も
の
が
、
中
央
政
府
管
掌
の

医
療
保
険
の
財
政
破
綻
を
繕
う
と
い
う「
不
純
な
動
機
」か
ら
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
、
だ
か
ら
こ
そ
介
護
保
険
事
業
主

を
指
摘
で
き
る
。
当
初
は
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
い
く
つ
も
の
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
で
き
た
が
、
し
だ
い
に
そ
れ
が
高
齢
者
福
祉
中
心
に
な
っ

て
い
っ
た
。
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、「 

岩
川
さ
ん
な
し
に
は
で
き
な

か
っ
た
」（
男
性・六
〇
代
）と
い
う
声
も
あ
る
よ
う
に
、 

岩
川
町
政
の
伴
走
者
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
完
全
に
自
発
的
な
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は「
第
二
議
会
」と
し
て
、
多
数
野
党
の
占
め
る
議
会
を
バ

イ
パ
ス
す
る
装
置
と
し
て
機
能
し
た
。
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
ち
に

町
会
議
員
や
市
会
議
員
を
送
り
出
し
た
り
、
合
併
後
の
市
長
選
で
は
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
側
の
対
立
候
補
が
立
っ
た
が
落
選
、
議
会
多
数
派
と
は
な

ら
な
か
っ
た
。
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と 

岩
川
町
政
と
の「
蜜
月
時
代
」は
、

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
要
望
を
行
政
が
聞
き
入
れ
る
と
い
う
形
で
実
現
さ

れ
、
請
願
型
の
住
民
運
動
の
パ
タ
ー
ン
を
脱
し
て
い
な
か
っ
た
。
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
自
ら
が
、
な
ん
ら
か
の
事
業
の
担
い
手
に
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。

だ
が
、
現
在
の
北
秋
田
市
に
も
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
経
験
を
持
つ

人
的
資
源
が
、
潜
在
的
に
一
〇
〇
人
以
上
の
規
模
で
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
休
眠
状
態
を
い
つ
ま
で
も
続
け
る
だ
ろ
う
か
。
達
成

し
た
ゴ
ー
ル
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
こ
の
人
た
ち
が
次
に
ど
ん

な
動
き
を
す
る
か
は
、
ま
だ
予
断
を
許
さ
な
い
。

鷹
巣
福
祉
の
成
功
と
挫
折
を
説
明
す
る
た
め
に
、
カ
メ
ラ
を
引
い
て
、
よ

ネ
オ
リ
ベ
改
革
に
翻
弄
さ
れ
た
鷹
巣
福
祉

11
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ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
参
加
型
民
主
主
義
と
の
ク
ル
マ
の
両
輪
の
も
と
、

行
政
が
住
民
に
保
証
す
る
官
製
福
祉
は
、
高
水
準
の
ま
ま
継
続
し
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
九
〇
年
代
の
不
況
と
人
口
減
少
と
で
、
税
収
減
も
あ
っ
た
し

地
方
交
付
税
も
減
額
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
度
に
お
い
て
も
鷹
巣
町
の
民

生
費
比
率
は
突
出
し
た
額
と
は
言
え
ず
、
自
治
体
起
債
率
も
高
く
な
か
っ
た
。

高
額
の
施
設
建
設
は
公
共
事
業
投
資
を
も
た
ら
し
、
関
連
施
設
の
需
要
も
拡

大
し
た
。
雇
用
創
出
効
果
、
参
観
者
の
落
と
す
滞
在
費
や
観
光
関
連
の
支
出

等
の
経
済
効
果
も
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

そ
の
代
わ
り
、
行
政
主
導
に
よ
る
恩
恵
と
し
て
の
福
祉
観
は
変
わ
ら
ず
、

官
製
福
祉
の
ス
テ
ィ
グ
マ
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
利
用
者

の
権
利
意
識
は
生
ま
れ
ず
、
他
の
施
設
と
の
競
争
も
生
ま
れ
ず
、
初
期
の
理

念
の
継
承
が
む
ず
か
し
く
な
れ
ば
、「
ふ
つ
う
の
施
設
」に
堕
す
ど
こ
ろ
か
、

も
っ
と
も
効
率
の
悪
い
官
製
施
設
の
ひ
と
つ
と
化
す
可
能
性
も
あ
る
。
鷹
巣

福
祉
の
ケ
ア
の
質
を
支
え
て
い
た
の
は
、
人
材
の
数
だ
け
で
は
な
く
質
、
担

い
手
の
プ
ラ
イ
ド
と
モ
ラ
ル
、
そ
れ
に
数
多
く
の
参
観
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
外
か
ら
の
評
価
や
監
視
の
目
で
あ
っ
た
。

介
護
保
険
は
、
福
祉
の
世
界
に
、
受
益
者
負
担
と
独
立
採
算
制
と
い
う
、

か
つ
て
な
か
っ
た
ル
ー
ル
を
持
ち
こ
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
官
／
民
／
協
の
す

べ
て
の
事
業
者
が
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
で
平
等
な
競
争
の
も
と
へ
投
げ

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
公
社
は
こ
の
変
化
へ
の
対
応
を
予
想
し
て
つ
く

ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

官
／
民
／
協
の
事
業
者
の
う
ち
、
公
社
や
社
協
は
初
期
投
資
が
行
政
依
存

体
で
あ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
全
国
市
町
村
会
が
こ
ぞ
っ
て「
国
の
責
任
転

嫁
」と
批
判
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
の
推
進
者
で
あ
っ
た 

炭
谷
茂（
元
厚
生
省
社
会
援
護

局
長
）に
よ
れ
ば
、
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
と
は
、「
上
か
ら
与
え
ら
れ
る

も
の
」「
し
て
あ
げ
る
も
の
」と
し
て
の
社
会
福
祉
を
、「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
が
、
提
供
者
と
対
等
の
関
係
と
な
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
で
き
る

よ
う
に
し
、
権
利
と
し
て
の
社
会
福
祉
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
」で
あ

り
、「
我
国
の
社
会
に
根
付
い
て
い
た
社
会
福
祉
観
を
百
八
十
度
転
換
す
る

も
の
で
あ
る
」﹇ 

炭
谷2003

﹈。
彼
の
表
現
に
は
、
改
革
の
担
い
手
の
自
負
と
熱

意
と
が
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
の
改
革
が「
受
益
者
負
担
」の
原
則
と
、

「
自
己
決
定・自
己
責
任
」の
ネ
オ
リ
ベ
的
な
価
値
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ

と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
通
り
、
介
護
保
険
は
、
高
齢
者
福

祉
を「
措
置
か
ら
契
約
へ
」、「
恩
恵
か
ら
権
利
へ
」と
変
え
た
。
官
に
よ
る
恩

恵
と
し
て
の
福
祉
の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
な
く
そ
う
と
し
た
制
度
設
計
者
の
意
図

は
達
成
さ
れ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
中
間
層
が
施
設
入
居
へ
の
抵
抗
感
を
な

く
す
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
在
宅
福
祉
を
支
援
す
る
は
ず

だ
っ
た
介
護
保
険
が
、
高
齢
者
の
施
設
入
居
を
促
進
す
る
結
果
に
な
っ
た
こ

と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

歴
史
の「
も
し
もif 

」を
考
え
る
の
は
無
意
味
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
も

し
、（
1
）地
方
分
権
改
革
と（
2
）社
会
保
障
基
礎
構
造
改
革
の
こ
の
ふ
た
つ

の
改
革
が
な
く
、
地
方
自
治
が 

岩
川
が
町
長
初
当
選
当
時
の
九
〇
年
代
初
め

の
状
態
の
ま
ま
で
あ
っ
た
ら
?　
自
治
体
首
長
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
、
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業
を
支
援
し
て
く
れ
る
会
員
で
あ
る
。
自
治
体
の
場
合
に
は
、「
第
二
の
顧

客
」は
住
民
す
な
わ
ち
有
権
者
に
あ
た
る
。
N　
P　
O
に
も「
経
営
」は
不
可
欠

だ
が
、
そ
れ
は
以
上
の
ふ
た
つ
の
側
面
、
第
一
の
サ
ー
ビ
ス・マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
み
な
ら
ず
、
第
二
の
資
金
調
達
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
も
向
け
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
は
、
ワ
ー
カ
ー
の
モ
ラ
ル
の
調
達

を
、
第
二
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
は
応
援
団
の
同
意
の
調
達
を
、
な
し
と
げ
る

こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
鷹
巣
福
祉
は
前
者
に
つ
い
て
は
成
功
し
た
が
、
後
者

に
つ
い
て
は
手
薄
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
た
し
か
に
全

国
レ
ベ
ル
の
メ
デ
ィ
ア
や
鷹
巣
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
な
ど
外
部
の
応
援
団
の
同
意

を
調
達
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
は
有
権
者
で
も

な
け
れ
ば
、
納
税
者
で
も
な
い
。
足
も
と
の
自
治
体
住
民
の
同
意
を
調
達
す

る
政
治
手
法
と
し
て
、
い
っ
た
ん
は
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
い
う
手
段
を

採
用
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
拡
が
り
と
深
ま
り
を
持
つ
前
に
、
メ

ン
バ
ー
の
固
定
化
と
高
齢
化
、
そ
し
て
目
標
達
成
感
か
ら
活
力
を
失
っ
て

い
っ
た
。
住
民
が
行
政
と
の
緊
張
感
の
な
か
で
権
利
を
闘
い
と
る
と
い
う
姿

勢
が
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
獲
得
し
た
権
利
を
既
得
権
と
し
て
そ
れ
に
安

住
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、
活
力
を
削
ぐ
原
因
に
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
事
実
、

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
議
会
と
の
対
決
の
な
か
で
こ
そ
盛
り
上
が
り
を
経

験
し
て
い
る
。
逆
に 

岩
川
町
政
三
期
目
の
選
挙
は
対
立
候
補
な
し
の
無
風
選

だ
か
ら
、
資
金
調
達
に
苦
慮
す
る
民
や
協
の
事
業
体
よ
り
も
、
一
見
し
た
と

こ
ろ
有
利
な
立
場
に
あ
る
。
た
か
の
す
福
祉
公
社
が
潤
沢
な
資
金
を
も
と
に
、

福
祉
器
具
貸
し
出
し
事
業
に
乗
り
出
し
た
と
き
、
同
種
の
事
業
を
予
定
し
て

い
た
同
地
域
の
民
間
事
業
者
は
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
官
セ
ク
タ
ー
の

事
業
は
、
民
業
を
圧
迫
す
る
効
果
が
あ
る12

❖

。

介
護
保
険
が
公
社
や
社
協
な
ど
官
セ
ク
タ
ー
の
事
業
者
に
持
ち
こ
ん
だ
の

は
、「
経
営
」と
い
う
概
念
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
共
同
研
究
者
の
ひ
と
り

 

朴
姫
淑
は
、
鷹
巣
福
祉
の
経
営
上
の
特
徴
を
、
経
営
と
管
理
の
分
離
と
と
ら

え
る
。
組
織
上
は
公
社
の
理
事
会
が
経
営
責
任
を
持
つ
が
、
理
事
長
は
町
長

が
兼
任
だ
っ
た
か
ら
、
実
質
的
に
は
自
治
体
首
長
が
経
営
責
任
を
負
う
の

と
同
じ
で
あ
る
。 

岩
川
の
発
言
、「
行
政
が
現
場
に
対
し
責
任
を
持
つ
か
ら
、

福
祉
の
現
場
の
人
は
、
ひ
た
す
ら
理
想
の
ケ
ア
を
求
め
て
く
れ
れ
ば
よ
い
と

思
っ
た
」を
引
用
し
て
、 

朴
は「
経
営
は
行
政
、
現
場
は
ケ
ア
だ
け
」と
い
う

役
割
分
担
体
制
と
呼
ぶ
。
専
務
理
事
は
現
場
の
ケ
ア
実
践
の
最
高
責
任
者
だ

が
、
経
営
の
最
高
責
任
は
町
長
に
あ
っ
た
。 

飯
田
の
辞
職
以
来
、
専
務
理
事

職
も
空
席
の
ま
ま
で
、
ケ
ア
実
践
の
責
任
者
不
在
の
状
態
が
続
い
た
。
元
鷹

巣
町
助
役
で
事
務
局
長（
当
時
）の
男
性
の
証
言
に
よ
る
と
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
に

は
経
営
本
部
は
な
い
」、「
事
務
部
は
役
所
か
ら
来
る
予
算
を
配
る
だ
け
、
指

揮
命
令
系
統
が
な
い
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
）と
指
摘
す
る
。

官
セ
ク
タ
ー
も
協
セ
ク
タ
ー
と
同
じ
く「
公
益
団
体
」で
あ
る
な
ら
、  

田
中

尚
輝
が
言
う
よ
う
に
、「
N　
P　
O
の
ふ
た
つ
の
顧
客
」論
が
あ
て
は
ま
る
。
第

一
の
顧
客
は
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
、
第
二
の
顧
客
は
会
費
を
払
っ
て
そ
の
事

❖
12 

N　
P　
O
に
対
す
る
公
的
支
援
に
も
同
じ
よ
う
な
民
業
圧
迫
の
効
果
が
あ
る
。
ま
っ
た
く
の

イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
で
競
争
す
る
な
ら
、
非
営
利
団
体
だ
か
ら
と
い
っ
て
特
別
な
支
援
や
保

護
を
受
け
る
理
由
は
な
い
、
と
い
う
の
が
民
間
事
業
者
の
言
い
分
で
あ
る
。
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利
用
者
の
満
足
度
は
高
い
が
、
ワ
ー
カ
ー
の
満
足
度
は
低
い13

❖

。
ワ
ー

カ
ー
た
ち
の
ぎ
り
ぎ
り
の
献
身
に
よ
っ
て
、
現
在
の（
先
進
施
設
の
）ケ
ア

の
質
は
担
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
態
で

あ
る
。（
中
略
）だ
が
、
調
査
の
な
か
で
唯
一
、
こ
の
状
態
を
打
破
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
元・
福
祉
の
町
、
旧

鷹
巣
町
で
あ
る
。（
中
略
）行
政
の
全
面
的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
受
け
た

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」に
お
い
て
は
、
利
用
者
の
満
足
度
と
ワ
ー

カ
ー
の
満
足
度
と
が
、
非
常
に
高
い
水
準
で
安
定
し
て
い
た
。（
中
略
）

も
し
旧
鷹
巣
町
が
昔
の
ま
ま
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
迷
い
な
く
、「
官
」が

理
想
的
な
ケ
ア
実
践
を
可
能
に
す
る
と
結
論
づ
け
て
い
た
だ
ろ
う
。

 

﹇
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006: 290

﹈

事
実「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」ユ
ニ
オ
ン
の
関
係
者
も
、「
ユ
ニ
オ
ン
の

設
立
目
的
は
ケ
ア
タ
ウ
ン
を
守
る
こ
と
。
そ
れ
は
利
用
者
、
職
員
、
サ
ー
ビ

ス
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
利
用
者
と
職
員
は
同
じ
人
間
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か

を
優
先
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
利
用
者
の
生
活
の
質
、
職
員
の
生
活
の
質

を
同
じ
比
重
で
考
え
て
行
動
し
て
い
く
こ
と
」（
男
性・三
〇
代
）を
ユ
ニ
オ
ン
の

原
則
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
ケ
ア
の
相
互
行
為
性
か
ら
見

れ
ば
、
し
ご
く
も
っ
と
も
な
原
則
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
見
て
き
た
よ
う
に
、（
2
）事
業
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
官

セ
ク
タ
ー
の
事
例
に
は
、
思
い
が
け
な
い
落
と
し
穴
が
あ
っ
た
。
第
一
は
政

権
交
代
に
よ
る
政
策
転
換
、
第
二
に
国
の
制
度
改
革
に
よ
る
環
境
条
件
の

挙
だ
っ
た
こ
と
で
、
関
係
者
が
緊
張
感
を
失
っ
て
い
っ
た
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
業
務
改
善
調
査
委
員
の
ひ
と
り
で
、
の
ち
に

北
秋
田
市
社
協
の
理
事
長
職
に
就
い
た
高
坂
は
、
自
身
会
社
経
営
者
で
あ
り
、

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
指
定
管
理
者
と
し
て
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の

す
」に
企
業
経
営
と
同
じ
経
営
手
法
を
持
ち
こ
も
う
と
し
た
。
介
護
保
険
下

で
独
立
採
算
制
を
求
め
ら
れ
る
事
業
体
に
、
効
率
と
収
支
バ
ラ
ン
ス
は
不
可

欠
で
あ
る
。
だ
が
、
本
書
で
論
じ
て
き
た
の
は
、
福
祉
経
営
は
、
一
般
の
企

業
経
営
と
は
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
10
章
で
述
べ
た
福
祉
経
営
の
定
義
を
繰
り
返
そ
う
。

福
祉
経
営
と
は（
1
）ケ
ア
の
受
け
手
と
ケ
ア
の
与
え
手
の
双
方
の
満
足
が

最
大
化
す
る
よ
う
な
、（
2
）持
続
可
能
な
事
業
の
、（
3
）ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド

両
面
に
わ
た
る
経
営
管
理
に
加
え
、（
4
）市
民
の
合
意
と
資
源
調
達
お
よ
び

（
5
）社
会
的
設
計
の
提
案
と
実
践
を
可
能
に
す
る
経
営
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
経
営
は
こ
の
福
祉
経
営
の
定
義
に
か
な
う
だ

ろ
う
か
?

（
1
）ケ
ア
の
受
け
手
と
ケ
ア
の
与
え
手
の
双
方
の
満
足
の
最
大
化
に
つ
い

て
は
、
先
進
ケ
ア
を
実
践
す
る
モ
デ
ル
施
設
を
比
較
し
た
わ
た
し
た
ち
の
共

同
研
究
の
な
か
で
、
政
権
交
代
前
の「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、
利
用
者

の
満
足
度
と
ワ
ー
カ
ー
の
満
足
度
と
が
一
致
し
て
い
た
稀
有
な
例
で
あ
っ
た
。

同
じ
く
共
同
研
究
者
の
ひ
と
り
で
あ
る 

阿
部
真
大
は
、
報
告
書
の
な
か
で
そ

れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
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経
営
者
の
多
く
も
断
言
す
る
よ
う
に
、「
介
護
保
険
の
枠
内
で
は
、
理
想
の

ケ
ア
は
で
き
な
い
」の
で
あ
る
。

（
3
）ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
両
面
に
わ
た
る
経
営
管
理
と
い
う
点
か
ら
は
ど
う

か
?　
全
室
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
い
う
施
設
は
、
高
額
の
公
共
投
資
が
な

け
れ
ば
実
現
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
三
〇
億
円
に
近
い
公
共
投
資
は
、
政

府
や
自
治
体
の
よ
う
な
公
共
団
体
に
し
か
可
能
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
た
し

か
だ
ろ
う14

❖

。
だ
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
ハ
ー
ド
だ
け
の
条
件
で
成
り
立
つ
わ

け
で
は
な
い
。「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
対
応
す
る
ソ
フ
ト
」（ 

飯
田
）を
と
も
な
っ

て
こ
そ
、
初
め
て
そ
の
設
計
意
図
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
っ
た
ん

ソ
フ
ト
の
条
件
が
切
り
下
げ
ら
れ
れ
ば
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
ハ
ー

ド
の
側
の
条
件
か
ら
、
か
え
っ
て
状
況
を
困
難
に
す
る
要
因
が
あ
る
。
広
大

な
建
物
は
維
持
管
理
コ
ス
ト
が
高
く
つ
く
た
め
に
施
設
管
理
費
負
担
を
重
く

し
、
ま
た
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
型
の
施
設
は
も
と
も
と
職
員
の
手
厚
い
配
置
を
要

求
す
る
の
に
、
削
減
さ
れ
た
人
手
の
も
と
で
は
職
員
は
労
働
強
化
で
対
応
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
が
さ
ら
な
る
モ
ラ
ル
の
低
下
と
離
職
率
に
結
び
つ
く

こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
そ
う
な
れ
ば
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」は
、

全
国
ど
こ
に
で
も
あ
る「
ふ
つ
う
の
施
設
」に
な
る
だ
け
で
な
く
、
ハ
ー
ド
の

変
更
で
あ
る
。
第
一
は
、
第
二
の
条
件
に
規
定
さ
れ
て
起
き
た
と
も
言
え

る
。
国
の
制
度
は
地
方
の
行
政
に
と
っ
て
選
択
の
余
地
の
な
い
与
件
と
な
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
も
と
で
福
祉
政
策
が
変
わ
る
こ
と
は
、
地
方
に
と
っ
て

は
ち
ょ
う
ど
ゲ
ー
ム
の
最
中
に
ル
ー
ル
を
変
更
さ
れ
る
の
と
同
じ
効
果
が
あ

る
。
そ
う
考
え
れ
ば
鷹
巣
の
挫
折
は
、
九
〇
年
代
の
ネ
オ
リ
ベ
的
な
行
革
路

線
と
、
そ
の
も
と
で
の
社
会
保
障
改
革
の
波
に
翻
弄
さ
れ
た
悲
劇
の
ケ
ー
ス

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
国
政
レ
ベ
ル
の
制
度
改
革
は
一
貫
性
を

欠
き
、
地
方
の
自
立
を
謳
い
な
が
ら
財
源
を
与
え
ず
、
新
型
特
養
を
推
奨
し

な
が
ら
の
ち
に
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
を
発
生
さ
せ
る
な
ど
、「
二
階
に
あ
げ
て
か

ら
梯
子
を
は
ず
す
」態
の
も
の
だ
っ
た
。

効
率
と
収
支
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
な
ら
、「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」の
経

営
改
革
は
、（
1
）人
員
配
置
を
厚
労
省
の
基
準
通
り
三
対
一
水
準
に
ま
で
落

と
す
こ
と
で
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
低
下
さ
せ
、（
2
）常
勤
を
非
常
勤

に
お
き
か
え
る
こ
と
で
人
件
費
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
し
か

な
い
。
非
常
勤
職
員
は
経
験
年
数
が
少
な
く
、
離
職
率
が
高
く
、
交
代
が
激

し
い
こ
と
か
ら
人
材
の
う
え
で
も
サ
ー
ビ
ス
の
質
は
低
下
す
る
だ
ろ
う
。
つ

ま
り「
福
祉
経
営
」の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
ケ
ア
を
受
け
る
側
の
利
益
も
、
ケ

ア
を
与
え
る
側
の
利
益
も
と
も
に
切
り
下
げ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て

「
持
続
可
能
な
経
営
」が
可
能
に
な
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

こ
う
し
た
比
較
は
、
介
護
保
険
の
も
と
で
の「
経
営
」の
条
件
が
、
利
用
者

と
ワ
ー
カ
ー
の
条
件
を
と
も
に
き
わ
め
て
低
い
水
準
で
維
持
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
を
白
日
の
も
と
に
さ
ら
す
。
他
の
先
進
ケ
ア
の
施
設
の

❖
13 
調
査
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、「
ワ
ー
カ
ー
の
満
足
度
は
高
い
が
、
労

働
条
件
は
低
い
。
労
働
条
件
に
対
す
る
不
満
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
」と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

❖
14 

資
金
力
と
い
う
点
で
は
、
11
章
の「
生
協
福
祉
」の
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
協
セ
ク
タ
ー
の

な
か
で
も
生
協
系
の
事
業
体
は
稀
有
な
資
金
力
を
持
っ
て
い
る
。
担
い
手
の
ひ
と
り
、
社
会
福
祉

法
人
生
活
ク
ラ
ブ
理
事
長
の  
池
田
徹﹇2008

﹈は
、
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
。
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的
な
モ
デ
ル
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
平
成
の
大
合
併
は
地
方
を
平
準
化

す
る（
そ
れ
も
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
低
い
方
に
）波
で
あ
り
、
鷹
巣
も
ま
た
こ
の
高
波
に

吞
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
も
と
よ
り
財
政
力
の
な
い
自
治
体
に
国
か
ら
の
自
立

性
を
求
め
る
こ
と
に
も
限
界
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
鷹
巣
の
悲
劇
は
鷹
巣

だ
け
の
悲
劇
で
は
な
い
。

鷹
巣
の
挫
折
か
ら
協
セ
ク
タ
ー
が
汲
み
と
る
べ
き
教
訓
と
は
何
か
?

二
〇
〇
四
年
に
わ
た
し
は 

大
友
と
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
し
た
。
す
で

に
書
い
た
文
章
か
ら
、
少
し
長
い
が
引
用
し
よ
う
。

わ
た
し
は
福
祉
に
関
心
の
あ
る
何
人
か
の
研
究
者
と
と
も
に
、 

大
友

さ
ん
を
招
い
て
勉
強
会
を
し
た
。
約
四
時
間
に
わ
た
っ
て
じ
っ
く
り
、

 

大
友
さ
ん
か
ら
裏
話
を
含
め
て
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
し
た
の
だ
が
、
そ
の
な

か
で
忘
れ
ら
れ
な
い
発
言
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
と
こ

ろ
わ
た
し
は
福
祉
N　
P　
O
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
地
域
福
祉
を

託
す
担
い
手
は
、
効
率
の
悪
い
官（
行
政
）で
も
な
く
、
信
用
で
き
な
い

民（
営
利
企
業
）で
も
な
く
、
市
民
が
非
営
利
で
事
業
を
担
う
協（
市
民
社
会
）

の
セ
ク
タ
ー
に
期
待
す
る
の
が
ベ
ス
ト
で
、
そ
の
た
め
に
は
N　
P　
O
の

よ
う
な
団
体
を
意
図
し
て
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
き
た
か

ら
だ
。

「
鷹
巣
に
協
に
あ
た
る
担
い
手
は
い
る
か
」と
水
を
向
け
る
と
、 

大
友

鷹
巣
の
挫
折
か
ら
何
を
学
ぶ
か

12

条
件
が
か
え
っ
て
足
か
せ
と
な
っ
て「
ふ
つ
う
以
下

0

0

の
施
設
」に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
こ
に
残
る
の
は
、
不
満
を
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
利
用
者
と
、

他
に
選
択
肢
の
な
い
家
族
で
あ
る
。
か
つ
て
あ
っ
た
高
齢
者
安
心
条
例
も
廃

止
さ
れ
た
い
ま
、
利
用
者
を
拘
束
や
虐
待
か
ら
守
る
条
件
も
な
い
。
日
本
全

国
ど
こ
に
で
も
あ
る
高
齢
者
福
祉
の
貧
し
い
現
実
が
、
こ
こ
に
も
生
ま
れ
る

だ
け
、
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
4
）市
民
の
合
意
と
資
源
の
調
達
に
お
い
て
鷹
巣
は
最
大
の
失
敗
を
し
た
。

そ
れ
は
有
権
者
の
選
択
と
し
て
表
れ
た
。
鷹
巣
が
教
え
る
教
訓
は
、「
第
二

の
顧
客
」（  

田
中
尚
輝
）の
合
意
は
一
度
調
達
さ
れ
た
ら
そ
れ
で
終
わ
り
と
い

う
こ
と
は
な
く
、
何
度
で
も
継
続
的
に
そ
の
合
意
を
調
達
す
る
努
力
が
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
間
企
業
に
と
っ
て
は
こ
の

「
第
二
の
顧
客
」す
な
わ
ち
株
主
の
合
意
調
達
は
、
も
っ
と
過
酷
な
要
請
と
な

る
。
な
ぜ
な
ら
信
頼
を
失
墜
し
た
企
業
か
ら
は
、
ど
ん
な
老
舗
で
あ
れ
巨
大

企
業
で
あ
れ
、
株
式
市
場
の
投
資
家
た
ち
は
い
っ
せ
い
に
容
赦
な
く
資
金
を

引
き
揚
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
治
体
の
福
祉
政
策
に
お
い
て
も
市
民
に
ど
ん

な
リ
タ
ー
ン
が
あ
る
か
と
い
う
説
得
は
、
た
ん
な
る
広
報
の
域
を
越
え
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

（
5
）社
会
的
設
計
の
提
案
と
実
践
に
お
い
て
、
鷹
巣
は「
デ
ン
マ
ー
ク
型

福
祉
」を
提
案
し
た
が
、
そ
れ
は
ネ
オ
リ
ベ
型
の
社
会
保
障
構
造
改
革
の
も

と
の
介
護
保
険
の
受
益
者
負
担
原
則
に
の
み
こ
ま
れ
て
い
っ
た
。
も
し
旧
鷹

巣
町
民
が
高
福
祉
高
負
担
の
合
意
に
も
と
づ
く
、
高
い
福
祉
水
準
を「
地
方

自
治
」の
名
の
も
と
に
実
現
し
て
い
た
ら
、
鷹
巣
町
は
日
本
に
お
け
る
例
外
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公
セ
ク
タ
ー
と
名
づ
け
な
い
の
は
そ
の
批
判
意
識
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
の
責
任
者
が
言
っ
た
こ
と
ば
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

「
行
政
に
依
存
し
な
い
。
だ
か
ら
行
政
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
な
い
」

わ
た
し
た
ち
が
研
究
の
対
象
と
し
て
き
た
多
く
の
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体

は
、
制
度
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
む
し
ろ
介
護
保

険
の
よ
う
な
制
度
改
革
の
移
行
期
を
成
功
裡
に
軟
着
陸
し
て
き
た
。
も
と
も

と
自
助
努
力
で
何
の
公
的
支
援
も
な
し
に
走
っ
て
き
た
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業

体
に
と
っ
て
は
、
介
護
保
険
は
か
え
っ
て
追
い
風
に
な
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。

彼
ら
は
む
し
ろ
自
分
た
ち
に
使
い
勝
手
の
よ
い
制
度
を
要
求
し
、
制
度
を
つ

く
り
か
え
て
さ
え
き
た
の
だ
。
協
セ
ク
タ
ー
の
実
践
の
強
み
は
、
制
度
が
あ

る
か
ら
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
い
。
む
し
ろ
制
度
が
な

く
て
も
―
そ
こ
に
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら
―
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
、
と
い
う

初
心
を
持
ち
こ
た
え
て
き
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
一
部
の
事
業
体
に
と
っ
て
は
、

「（
困
っ
た
）制
度
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
」と
い
う
場
合

さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、
あ
る
福
祉
N　
P　
O
の
関
係
者
の
発
言
を
紹
介
し
た
い
。

「
行
政
に
は
期
待
し
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
や
る
こ
と
の
邪
魔
を
し
な
い
で

く
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」

さ
ん
は
わ
た
し
の
質
問
の
意
図
を
即
座
に
理
解
し
て
、
次
の
よ
う
に
答

え
た
。

「
鷹
巣
は
住
民
を
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
組
織
す
る
こ
と
で
、
官

が
協
を
育
て
て
い
る
最
中
で
し
た
。
そ
れ
が
道
半
ば
に
し
て
、
政
変
で

挫
折
し
た
の
で
す
」。 

﹇
上
野2004b

﹈

住
民
参
加
型
地
域
福
祉
と
は
、
た
ん
に
地
方
政
治
の
意
思
決
定
に
住
民
が

参
加
す
る
こ
と
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
自
ら
が
受
益
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

地
域
福
祉
そ
の
も
の
の
担
い
手
に「
参
加
」す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
官
か
ら
の
相
対
的
自
立
を
達
成
し
、
官
と
の
交
渉
力
を
身
に

つ
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
官

に「
お
願
い
す
る
」依
存
体
質
は
な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
善
政
」で
あ
れ
、

温
情
的
庇
護
主
義
で
あ
れ
、
官
は
官
に
は
違
い
な
い
。
こ
う
い
う
言
い
方
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
治
体
と
住
民
自
治
と
が
乖
離
し
て
い
る
か

ら
だ
。
公
共
団
体
と
は
言
い
な
が
ら
、
自
治
体
が
公
益
を
代
表
し
て
い
る
と

は
か
な
ら
ず
し
も
考
え
ら
れ
な
い
現
実
を
わ
た
し
た
ち
が
知
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
公
益
の
担
い
手
を
、
官
に
委
ね
る
だ
け
で
は
十
分

で
は
な
く
、
協
セ
ク
タ
ー
の
存
在
理
由
が
あ
る
。
わ
た
し
が
官
セ
ク
タ
ー
を
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前
章
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
福
祉
多
元
社
会
の
も
と
で
、「
介
護
の
社

会
化
」の
担
い
手
と
し
て
、
官
／
民
／
協
／
私
の
四
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
協

セ
ク
タ
ー
が
他
の
二
セ
ク
タ
ー
に
対
し
て
相
対
的
に
優
位
に
あ
る
こ
と
を
論

じ
て
き
た
。
介
護
保
険
制
度
の
も
と
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
に
お
い
て
、
準

市
場
に
お
け
る
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
競
争
の
も
と
で
は
、
官
／
民
／

協
の
三
つ
の
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
官
お
よ
び
民
と
比
較
し
て
も
協
セ
ク
タ
ー

の
事
業
体
が
、
相
対
的
に
優
位
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
利
用
者
に
と
っ
て
も

ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
利
益
が
高
く
、
か
つ
経
営
的
に
見
て
も
持
続
可
能
な

選
択
肢
で
あ
る
、
と
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
市
民
の
合

意
と
地
域
資
源
を
動
員
し
、
新
し
い
事
業
モ
デ
ル
や
制
度
設
計
、
運
用
の

ル
ー
ル
づ
く
り
に
お
い
て
も
高
い
提
案
力
や
実
践
性
を
持
つ
こ
と
を
見
て
き

た
。
こ
れ
に
対
し
て
例
外
を
設
け
る
と
す
れ
ば
、
15
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、

協
セ
ク
タ
ー
の
競
争
優
位

1

現
行
の
介
護
保
険
よ
り
は
手
厚
い
財
政
的
支
援
の
も
と
に
、
ソ
フ
ト・ハ
ー

ド
両
面
に
お
い
て
高
度
な
ケ
ア
を
達
成
し
た
官
セ
ク
タ
ー
の
事
例（
旧
鷹
巣
町
）

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
公
的
資
金
を
投
じ
た
こ
の
よ
う
な
事
例
は
例

外
的
と
い
う
べ
き
で
、
事
実
、
有
権
者
の
合
意
の
調
達
に
失
敗
し
て「
鷹
巣

福
祉
」は
挫
折
し
た
。

こ
う
い
う
比
較
を
お
こ
な
う
の
は
、
利
用
者
か
ら
見
て
、
ど
う
す
れ
ば

「
質
の
よ
い
ケ
ア
」を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
究
極
の
問
い
に

答
え
る
た
め
で
あ
る
。

協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
の
な
か
に
は
、「
先
進
ケ
ア
」の
モ
デ
ル
と
し
て
全

国
的
に
名
を
は
せ
た
事
例
が
い
く
つ
も
誕
生
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
固
有
名

を
も
っ
て
語
ら
れ
る
カ
リ
ス
マ
経
営
者
や
カ
リ
ス
マ
管
理
者
な
ど
も
生
ま
れ

た
。
だ
が
、
ど
ん
な
事
業
体
も
、
経
営
者
や
管
理
者
だ
け
の
力
で
維
持
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
質
の
よ
い
ケ
ア
が
、
モ
ラ
ル
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て

維
持
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
を
支
え
る
条
件
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
?　
そ

協
セ
クター
の
優
位
性

第
16
章
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れ
は
篤
志
家
の
経
営
者
や
管
理
者
の
人
格
的
な
力
量
や
偶
然
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
に
も
移
転
可
能
な
、
そ
し
て
持
続
可
能

な
実
践
な
の
だ
ろ
う
か
?

先
進
ケ
ア
の
福
祉
経
営
が
効
率
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は「
ケ
ア
の
質
」で

測
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
客
観
的
に
測
定
す
る
指
標
は
、
こ
れ
ま
で

（
1
）ワ
ー
カ
ー
の
労
働
条
件
と
、（
2
）ワ
ー
カ
ー
の
人
員
配
置
と
の
ふ
た
つ

で
あ
っ
た
。

福
祉
事
業
体
が
供
給
す
る
財
は
サ
ー
ビ
ス
財
で
あ
り
、
そ
の
生
産
者
は
ケ

ア
ワ
ー
カ
ー
で
あ
り
、
そ
の
直
接
的
な
生
産
コ
ス
ト
は
人
件
費
で
あ
る
。
福

祉
事
業
で
は
人
件
費
率
が
、
経
営
コ
ス
ト
を
押
し
上
げ
る
最
大
の
要
因
と
な

る
。
先
進
ケ
ア
と
言
わ
れ
る
モ
デ
ル
施
設
の
人
件
費
率
は
七
割
に
達
す
る
が
、

こ
の
数
値
は
こ
れ
以
上
で
は
経
営
が
成
り
立
た
な
い
限
界
値
で
あ
る
こ
と
は

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

出
来
高
払
い
制
の
介
護
保
険
制
度
の
も
と
で
、
官
／
民
／
協
セ
ク
タ
ー
の

各
事
業
体
は「
同
一
の
条
件
下
の
競
争
」に
入
る
が
、
福
祉
経
営
の
担
い
手
で

あ
る
経
営
者
の
力
量
は
、
限
ら
れ
た
原
資
を
限
ら
れ
た
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
あ

い
だ
で
、
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
解

は
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
条
件
を
上
げ
、
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
と
い
う
雇
用

保
障
と
高
い
賃
金
水
準
を
確
保
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
う
す
れ
ば
必
然
的
に
雇

用
で
き
る
ワ
ー
カ
ー
の
数
が
少
な
く
な
る
た
め
に
、
利
用
者
に
手
が
回
ら
な

労
働
条
件
と
人
員
配
置

2

く
な
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
強
化
を
招
く
。
も
う
ひ
と
つ

の
解
は
、
ワ
ー
カ
ー
配
置
を
手
厚
く
す
る
た
め
に
ワ
ー
カ
ー
を
増
員
す
る
こ

と
だ
が
、
そ
う
す
れ
ば
ひ
と
り
あ
た
り
の
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
条
件
を
切
り
下

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
登
録
ワ
ー

カ
ー
な
ど
の
不
安
定
雇
用
が
増
え
、
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
条
件
は
悪
化
す
る
。

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
条
件
と「
ケ
ア
の
質
」が
相
関
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
が
、
そ
れ
を
実
証
し
た
研
究
は
多
く
な
い
。 

三

富
紀
敬﹇2005

﹈は
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
で
あ
る
介
護
専
門
職
の
労
働
条
件
と

社
会
的
地
位
が
、「
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
」に

つ
い
て
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
―
そ
う
し
た
研
究
が
日
本
に
欠
け
て
い

る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
―
と
注
意
を
喚
起
す
る
。

 

三
富
の
言
う「
労
働
条
件
」と
は
、
具
体
的
に
は
雇
用
形
態
と
賃
金
の
組
み

合
わ
せ
か
ら
な
る
。
も
う
ひ
と
つ「
社
会
的
地
位
」も
重
要
な
指
標
だ
が
、
こ

れ
を
客
観
的
な
指
標
で
測
定
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
一
般
に
職
業
の
社
会

的
地
位
が
賃
金
と
連
動
す
る
と
見
な
せ
ば
、
賃
金
が
や
は
り
最
大
の
指
標
に

な
る
だ
ろ
う
。
福
祉
労
働
者
の
低
い
労
働
条
件
が
、
他
の
職
種
に
比
べ
て
い

ち
じ
る
し
く
高
い
離
職
率
を
招
い
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

こ
と
と「
介
護
の
質
と
の
相
関
関
係
」も
推
測
の
域
を
出
な
い
。
離
職
者
が
多

け
れ
ば
、
平
均
勤
続
年
数
は
短
く
な
る
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て「
経
験
」が

重
要
視
さ
れ
る
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
質
が
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
、

と
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
労
働
条
件
と「
ケ
ア
の
質
」と
の
相
関
を
正

面
に
据
え
た
研
究
は
見
あ
た
ら
な
い
。



4 1 4ケアの社会学

と
で
あ
る﹇ 

佐
藤・ 大
木・ 堀
田2006: 149

﹈。

だ
が
、
い
く
つ
か
の
先
進
ケ
ア
の
モ
デ
ル
施
設
を
事
例
調
査
し
た
結
果
か

ら
、
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
条
件
や
利
用
者
に
対
す
る
職
員
配
置
な
ど
の
客
観
指

標
の
み
で
、
か
な
ら
ず
し
も「
よ
い
ケ
ア
」が
測
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
、
わ

た
し
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
先
進
ケ
ア
を
実
践
す
る
人
々

は
、
ま
っ
た
く
同
一
の
条
件
の
も
と
で
他
の
施
設
に
は
ま
ね
の
で
き
な
い
ケ

ア
を
実
践
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
先
進
ケ
ア
を
支
え
て
い
る
の
は
、
た
ん

に「
低
い
労
働
条
件
の
も
と
で
働
く
ワ
ー
カ
ー
」で
は
な
く
、「
低
い
労
働
条

件
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

高
い
モ
ラ
ル
と
能
力
で
ケ
ア
を
実
践
す
る
人
々
」の
存

在
だ
っ
た
。
ど
う
す
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
か
?

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、「
先
進
ケ
ア
」は
、
以
下
の
三
つ
の
要
因
、（
1
）

高
い
理
念
を
も
っ
た
指
導
力
の
あ
る
経
営
者
が
、（
2
）高
い
モ
ラ
ル
と
能
力

を
も
っ
た
ワ
ー
カ
ー
を
、（
3
）低
い
労
働
条
件
で
使
う
、
と
い
う
条
件
が
満

た
さ
れ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
。

先
進
ケ
ア
を
支
え
る
福
祉
経
営
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る

「
奇
跡
」の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
な
ぜ「
奇
跡
」で
あ
る
の

か
、
そ
の「
奇
跡
」を
通
じ
て
現
状
の
介
護
保
険
の
限
界
が
い
か
に
示
さ
れ
る

か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

生
協
福
祉
が
協
セ
ク
タ
ー
の
な
か
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と

を
述
べ
て
き
た
。「
ケ
ア
の
質
」か
ら
見
て
、
生
協
福
祉
は
他
の
事
業
者
と
比

「
生
協
ら
し
い
」福
祉
と
は

3

例
外
的
に
、 

佐
藤
博
樹・ 

大
木
栄
一・  

堀
田
聰
子
に
よ
る
共
同
研
究『
ヘ
ル

パ
ー
の
能
力
開
発
と
雇
用
管
理
』﹇ 

佐
藤・ 大
木・ 堀
田2006

﹈が
、
ヘ
ル
パ
ー
の
介

護
能
力
と
経
験
年
数
、
さ
ら
に
介
護
能
力
と
報
酬（
時
間
給
）と
の
あ
い
だ
に

相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
実
証
デ
ー
タ
で
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
デ
ー
タ
に

は
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る
。
と
い
う
の
は「
ヘ
ル
パ
ー
の
能
力
」を
、
当
事

者
の「
自
己
評
価
」で
置
き
換
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
統
計
学
的
に
見
れ

ば
、
介
護
能
力
と
報
酬
と
の
相
関
は
疑
似
相
関
に
す
ぎ
ず
、
た
ん
に
経
験
年

数
と
報
酬
と
の
相
関
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
時
間
給
の

分
散
を
見
て
も
、
自
己
評
価
に
よ
る「
介
護
能
力
得
点
」の
四
段
階
評
価
の
う

ち
、
ト
ッ
プ
と
ボ
ト
ム
の
差
は
、
身
体
介
護
で
一
五
七
六
円
か
ら
一
五
三
一

円
ま
で
と
四
五
円
の
差
、
生
活
援
助
で
一
〇
九
八
円
か
ら
一
〇
六
八
円
ま
で

と
三
〇
円
の
差
に
す
ぎ
ず
、
月
間
二
〇
〇
時
間
働
い
て
も
月
額
九
〇
〇
〇
円

か
ら
六
〇
〇
〇
円
の
差
に
し
か
な
ら
な
い
。
公
定
料
金
の
も
と
で
は
、
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
の
資
格
や
経
験・能
力
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
介
護
報
酬
に
違
い

は
生
じ
な
い
。
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
や
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
等
の
管
理
職・専
門
職
に
な
ら
な
い
限
り
、
労
働
条
件
の
向
上
は

の
ぞ
め
な
い
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、 

佐
藤
ら
の
実
証
研
究
は
、
雇
用
管
理
の
あ
り
方
が
ワ
ー
カ
ー
の

「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
」と
い
う
ス
ト
レ
ス
要
因
と
相
関
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
点
で
功
績
が
あ
る
。
同
一
の
労
働
条
件
の
も
と
で
は
、「
雇
用
管
理

の
取
り
組
み
が
十
分
」か
ど
う
か
が
、
ワ
ー
カ
ー
離
職
率
に
直
接
関
係
す
る
、

つ
ま
り
経
営
者
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
役
割
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
こ
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向
が
あ
る
。
結
局
、「
低
価
格
」で「
使
い
や
す
い
」サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
が

主
た
る
訴
求
要
因
で
あ
り
、
利
用
者
は（
選
択
し
て
い
る
の
は
主
と
し
て
そ
の
家
族
だ

が
）「
ケ
ア
の
質
」な
ど
問
題
に
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
も
っ
と
も「
ケ

ア
の
質
」を
問
題
に
す
る
ほ
ど
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う

事
情
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
の「
ケ
ア

の
質
」は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
ワ
ー
カ
ー
た
ち
の
表
現
に
よ
れ
ば「
主
婦
ら
し
い
介

護
」が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
女
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の

主
婦
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
は
有
利
だ
と
考
え
て

い
る
こ
と
を
示
す
。
彼
女
た
ち
が「
主
婦
ら
し
い
」と
い
う
形
容
詞
に
こ
め
た

の
は
次
の
よ
う
な
特
質
で
あ
る
―「
よ
く
気
が
つ
く
」、「
気
配
り
が
あ
る
」、

「
柔
軟
に
対
応
す
る
」、「
何
に
で
も
応
じ
る
」。
だ
が
、「
よ
く
気
が
つ
く
」、

「
気
配
り
が
あ
る
」と
は
、
相
手
の
ニ
ー
ズ
を
言
わ
れ
る
よ
り
前
に
察
し
て
先

回
り
し
て
充
足
す
る
よ
う
な
態
度
の
こ
と
だ
し
、
そ
れ
は
夫
婦
関
係
や
親
子

関
係
の
も
と
で
は
培
わ
れ
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
利
用
者
と
の
あ
い

だ
で
は
、
自
己
流
の
ケ
ア
を
ど
こ
で
も
通
す
こ
と
を
意
味
す
る
。「
主
婦
ら

し
さ
」は
し
ば
し
ば「
柔
軟
に
対
応
す
る
」に
結
び
つ
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
、

利
用
者
の
多
様
な
要
求
に「
臨
機
応
変
に
」応
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
相
手
の

要
求
を
断
れ
ず
、
心
な
ら
ず
も
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
し
た
り
、「
不
適
切
利
用
」

を
招
く
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
何
に
対
し
て
も
ス
タ
ン
バ
イ
し
て
い
る
姿
勢
は
、

待
機
の
時
間
の
長
い
主
婦
の
特
性
か
も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
何
に
対
し
て
も

べ
て
優
位
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
生
協
福
祉
は
、
ど
こ
が「
生

協
ら
し
い
」の
だ
ろ
う
か
。

東
京
大
学
社
会
学
研
究
室
と
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
と
の
共
同
研
究
で

は
、
調
査
結
果
か
ら
利
用
者
の
あ
い
だ
に
満
足
度
が
高
い
こ
と
は
示
さ
れ
た

が
、「
利
用
者
満
足
度
」調
査
が
あ
て
に
な
ら
な
い
こ
と
は
以
下
の
理
由
に
よ

る
。（
1
）他
の
事
業
者
と
の
複
数
の
利
用
経
験
が
な
け
れ
ば
比
較
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
、（
2
）調
査
時
期
か
ら
見
て
、
利
用
者
の
大
半
は
利
用
経
験
が

浅
く
、
比
較
対
象
を
持
た
な
い
、（
3
）事
業
者
を
通
じ
て
対
象
者
を
サ
ン
プ

リ
ン
グ
し
た
た
め
に
、
現
に
利
用
を
継
続
し
て
い
る
満
足
度
の
高
い
利
用
者

に
偏
る
と
い
う
サ
ン
プ
リ
ン
グ
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
、（
4
）利
用
者
側
に
不
満

が
あ
る
場
合
は
、
黙
っ
て
辞
め
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
一
方
で
ク
レ
イ
マ
ー

や
モ
ン
ス
タ
ー
利
用
者
の
事
例
が
報
告
さ
れ
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
事
業
者

に
は
利
用
者
の
不
満
は
な
か
な
か
伝
わ
ら
な
い
。
ま
し
て
他
の
事
業
者
と
の

比
較
は
む
ず
か
し
い
。

ま
た
調
査
か
ら
は
、「
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
選
ん
だ
理

由
」に
、「
ワ
ー
カ
ー
と
の
意
思
疎
通
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
」と
い
う
理
由

の
ほ
か
に
は
、
価
格
訴
求
を
上
げ
る
割
合
が
高
か
っ
た
。
保
険
外
利
用
の

「
生
協
価
格
」が
選
択
の
理
由
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
系
の
事
業
所
は
、
社
会
福
祉
法
人
や
民
間
事
業
所
が
、
身
体

介
護
な
ど
高
価
格
の
サ
ー
ビ
ス
や
、
プ
ラ
イ
ム
タ
イ
ム
の
需
要
を
独
占
し
た

う
え
で
、
家
事
援
助（
生
活
援
助
）な
ど
の
低
価
格
帯
の
サ
ー
ビ
ス
に
需
要
が
集

中
し
、
ま
た
他
の
事
業
者
が
や
り
た
が
ら
な
い
時
間
帯
の
需
要
に
応
じ
る
傾
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生
協
組
合
員
の
経
済
階
層
が
相
対
的
に
高
く
、
組
合
員
に
と
っ
て
は
多
床
室

を
主
と
し
た「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」が
魅
力
的
な
選
択
肢
に
思
え
な
い
と
い
う
事

情
が
あ
る
。
設
立
当
初
に
は
高
齢
者
介
護
施
設
の
絶
対
的
な
不
足
か
ら
緊
急

性
を
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
特
養
建
設
も
、
介
護
保
険
後
に
は
各
種
の
有
料

介
護
施
設
の
急
速
な
普
及
や
、
高
齢
者
施
設
の
設
備
の
高
級
化
に
と
も
な
っ

て
、
今
日
の
水
準
か
ら
は
い
さ
さ
か
見
劣
り
が
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」の
ケ
ア
の
質
の
外
部
評
価
は
、
藤
沢
市
の
他
の
特
養
に

比
べ
て
高
い
と
は
言
え
な
い
。
藤
沢
市
内
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
施
設
長
会

が
二
〇
〇
五
年
二
月
に
実
施
し
た『
藤
沢
市
内
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
―

入
居
者
家
族
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』に
よ
れ
ば
、「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」の
評

価
は
、「
居
室・設
備
」へ
の
満
足
度
は
一
二
施
設
中
最
も
低
く
、「
食
事
の
内

容
」、「
入
浴
や
ト
イ
レ
介
助
」が
平
均
以
下
、「
職
員
の
態
度
」、「
入
居
者

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」で
や
や
平
均
を
上
回
る
程
度
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
特
養
部
門
に
限
れ
ば
、
当
初
は
理
念
の
高
さ
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
現

実
の「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」は「
普
通
の
特
養
」の
ひ
と
つ
と
化
し
て
い
る
。

「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」の「
生
協
ら
し
さ
」は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

の
参
入
に
あ
る
、
と
理
事
長
の 

横
田
克
巳
も
施
設
長（
二
〇
〇
五
年
調
査
当
時
）

の
小
川
泰
子
も
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
で
強
調
す
る
。
こ
の
う
ち
二
〇
〇
六
年
に
厨

房
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ「
花
も
め
ん
」は
撤
退
し
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

部
門
に
の
み
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ「
実み

結ゆ
い
」が
残
っ
た
。
厨
房
ワ
ー

カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
受
託
事
業
の
拡
大
と
管
理
栄
養
士
の
導
入
に

よ
っ
て
、
労
働
強
化
と
自
立
性
の
喪
失
を
経
験
し
、
撤
退
を
決
め
た
と
こ
ろ

専
門
性
を
持
て
な
い
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。「
主
婦
ら
し
さ
」は
低
料
金

の
家
事
援
助
を
積
極
的
に
引
き
受
け
、
逆
に
責
任
と
負
担
の
重
い
身
体
介
護

を
忌
避
す
る
結
果
に
も
な
る
。「
主
婦
ら
し
さ
」は「
素
人
ら
し
さ
」と
つ
な
が

り
、
質
の
低
さ
に
対
す
る
言
い
訳
と
も
な
る
点
で
、
本
人
た
ち
が
そ
れ
を
肯

定
的
に
使
う
わ
り
に
、
実
際
は
両
義
的
で
あ
る
。

こ
の「
生
協
ら
し
さ
」を
、
神
奈
川
の
ふ
た
つ
の
事
例
で
検
証
し
て
み
よ
う
。

そ
の
ひ
と
つ
は
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
を
出
資
法
人
と
す
る
社
会
福
祉
法

人
い
き
い
き
福
祉
会
経
営
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」（
五
〇

床
）で
あ
る
。

社
会
福
祉
法
人
い
き
い
き
福
祉
会
は
、
一
般
の
社
福
法
人
と
変
わ
る
と
こ

ろ
が
な
く
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
と
は
通
常
の
雇
用
関
係
に
あ
る
。
一
九
九
四
年

開
設
後
す
で
に
一
八
年
を
経
過
し
た「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」は
、
す
で
に
そ
の
創

業
母
体
で
あ
る
生
協
か
ら
自
立
し
て
お
り
、
理
事
長
と
施
設
長
と
が
生
協
関

係
者
で
あ
る
こ
と
以
外
に
、
生
協
と
の
特
別
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
は

な
い
。
設
立
後
に
採
用
さ
れ
た
職
員
の
ほ
と
ん
ど
は
生
協
と
無
関
係
で
あ

り
、「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」が
生
協
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
、
知
ら
な
い

か
も
し
く
は
そ
れ
に
頓
着
し
て
い
な
い
。
生
協
福
祉
は
も
と
も
と
組
合
員
の

老
後
を
助
け
合
い
で
支
え
る
と
い
う「
共
助
」の
理
念
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
だ

が
、
特
養
部
門
の
利
用
者
は
生
協
関
係
者
と
は
限
ら
ず
、
当
初
の
目
的
に
か

な
う
使
わ
れ
方
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
神
奈
川
地
区
で
は
、

「
生
協
ら
し
さ
」と
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

4
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介
護
保
険
の
二
〇
〇
六
年
改
訂
で
食
費
が
圧
縮
さ
れ
、
要
介
護
状
態
に
応
じ

て
個
別
食
の
指
導
が
始
ま
る
と
さ
ら
に
経
営
は
圧
迫
さ
れ
た
。
食
事
指
導
の

た
め
に
管
理
栄
養
士
が
導
入
さ
れ
る
と
、
破
局
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
そ
れ

ま
で
は
栄
養
士
を
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
推
薦
し
て
採
用
し
て
い

た
の
を
、
そ
れ
に
代
わ
る
管
理
栄
養
士
資
格
を
持
っ
た
人
材
を
確
保
で
き
な

か
っ
た
た
め
に
、
施
設
側
が
独
自
に
管
理
栄
養
士
を
採
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。

衛
生
管
理
の
た
め
に
、
食
器
洗
浄
に
特
定
の
洗
剤
を
用
い
る
よ
う
指
示
し
た

管
理
栄
養
士
と
、
で
き
る
だ
け
危
険
な
薬
剤
を
使
わ
な
い
と
い
う
理
念
で
動

い
て
き
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
の
あ
い
だ
に
対
立
が
起
き
た
が
、

意
思
決
定
権
を
持
た
な
い
ワ
ー
カ
ー
は
不
承
不
承
管
理
栄
養
士
の
指
示
に
し

た
が
っ
た
。
も
と
も
と
過
重
労
働
の
も
と
に
あ
っ
た
ワ
ー
カ
ー
の
多
く
は
こ

の
経
緯
で
モ
ラ
ル
を
喪
失
し
、
何
度
か
の
調
整
の
結
果
、
撤
退
を
決
め
る
に

至
っ
た
。

施
設
長
も
理
事
長
も
、
そ
の
あ
い
だ
に
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

か
ら
独
自
の
提
案
が
出
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
、
そ
れ
を
促
し
た
と
い
う
。

だ
が
面
接
調
査
で
は
、
質
量
と
も
に
重
い
負
担
を
限
ら
れ
た
人
数
で
回
す
だ

け
で
せ
い
い
っ
ぱ
い
で
、
そ
の
期
待
に
応
じ
る
余
力
は
な
か
っ
た
、
と
い
う

声
が
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
関
係
者
か
ら
聞
か
れ
た
。

撤
退
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ「
花
も
め
ん
」

が
法
人
と
契
約
し
て
い
た
内
容
が
、
厨
房
の
労
働
部
分
に
つ
い
て
だ
け
で
あ

り
、
食
材
に
つ
い
て
も
人
事
に
つ
い
て
も
、
経
営
権
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
彼
女
た
ち
の
意
思
決
定
権
は
労
働
の
シ
フ
ト
と
委
託
契

だ
っ
た
。
他
方
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
事
業
委
託
を
受
け
た
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
当
初
、
施
設
職
員
で
あ
る
部
門
管
理
責
任
者
の
管

理
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
自
立
性
を
高
め
、
自
分
た
ち
の

な
か
か
ら
管
理
責
任
者
を
選
ぶ
に
至
り
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
全
体
の
業
務

委
託
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
あ
い
だ
に
配
分
額
も
向
上
し
、

時
間
給
は
厨
房
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
よ
り
も
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
担
当
の

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
方
が
高
く
な
っ
た
。
こ
の
違
い
は
ど
う
し

て
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

厨
房
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
早
朝
か
ら
長
時
間
に
わ
た
る
立

ち
仕
事
と
い
う
激
務
に
加
え
て
、
衛
生
管
理
上
の
理
由
で
他
の
職
員
や
利
用

者
か
ら
隔
離
さ
れ
、
そ
の
う
え
生
協
組
合
員
の
誇
り
だ
っ
た
食
の
安
全
へ
の

こ
だ
わ
り
ま
で
管
理
栄
養
士
に
否
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
モ
ラ
ル
の
喪

失
を
経
験
し
て
い
る
。
も
と
も
と
食
材
の
共
同
購
入
か
ら
始
ま
っ
た
生
協

は
、
食
に
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
初
期
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
多

く
が
、
弁
当
や
総
菜
、
加
工
食
品
の
製
造
を
事
業
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
え
ば
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
新
設
特
養
の
厨
房
を
担
当

す
る
の
は
自
然
の
流
れ
だ
っ
た
。
だ
が
、
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
の
入
居
者
五
〇
食

に
加
え
、
藤
沢
市
の
配
食
サ
ー
ビ
ス
二
〇
〇
食
等
の
負
担
が
増
え
る
に
つ
れ
、

厨
房
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
量
は
格
段
に
増
え
て
い
っ
た
。「
一
日
揚
げ
物
を
揚

げ
つ
づ
け
る
日
も
あ
っ
た
」と
代
表（
女
性
、
五
〇
代
）は
回
想
す
る
。
産
地
の
確

か
な
生
協
の
食
材
を
用
い
る
こ
と
は「
花
も
め
ん
」の
プ
ラ
イ
ド
で
も
あ
っ
た

が
、
生
協
の
食
材
は
け
っ
し
て
安
価
と
は
言
え
ず
、
コ
ス
ト
を
圧
迫
し
た
。
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二
〇
〇
六
年
の
改
訂
に
と
も
な
っ
て
大
胆
な
厨
房
改
革
を
実
施
し
た
。
厨
房

職
員
の
発
案
で
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
各
ユ
ニ
ッ
ト
へ
出
前
し
、
配
食
の
最
終

過
程
を
利
用
者
の
目
の
前
で
お
こ
な
う
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
広
大
な
敷

地
に
二
階
建
て
の
木
造
建
築
が
拡
が
る「
せ
ん
ね
ん
村
」で
は
、
こ
の
提
案
は

厨
房
職
員
の
負
担
の
強
化
を
意
味
し
た
。
だ
が
、
自
ら
の
発
案
を
実
行
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
職
員
は
そ
の
負
担
を
引
き
受
け
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
利

用
者
の
残
食
率
が
目
に
見
え
て
減
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
自
分
た

ち
の
労
働
の
成
果
が
利
用
者
に
直
接
届
い
て
い
る
と
い
う
手
応
え
は
、
厨
房

職
員
の
モ
ラ
ル
を
高
め
る
こ
と
に
大
き
く
貢
献
し
、
労
働
強
化
へ
の
不
満
は

聞
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う（
理
事
長
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
よ
り
）。

こ
の
事
例
の
成
功
は
、
厨
房
と
い
う
労
働
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
に
教
訓

を
与
え
る
。
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
な
ら
利
用
者
と
の
直
接
交
渉
か
ら
得
て
い
る
生

き
が
い
や
手
応
え
、
感
謝
な
ど
を
、
厨
房
ワ
ー
カ
ー
は
意
識
的
に
努
力
し
な

い
限
り
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」で
衛
生
管
理
の

名
の
も
と
に
厨
房
を
隔
離
し
た
こ
と
は
、
厨
房
ワ
ー
カ
ー
の
孤
立
に
つ
な

が
っ
た
。
だ
が
、
も
し
厨
房
が
組
織
上
法
人
と
分
離
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
と
厨
房
ワ
ー
カ
ー
と
の
連
携
は
も
う
少
し
ス
ム
ー
ズ
に
で
き

た
か
も
し
れ
な
い
。
施
設
職
員
に
と
っ
て
も
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

は
、
そ
の
な
か
で
何
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
組
織
内
の

自
治
区
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
花
も
め
ん
」撤
退
後
、「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」で
は
厨
房
を
外
部
の
業
者
に
委

託
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
低
賃
金
の
過
酷
な
労
働
で
も
引
き

約
料
の
配
分
に
限
ら
れ
た
。
民
間
企
業
な
ら
事
業
高
が
増
え
れ
ば
業
績
は
好

転
す
る
。
だ
が
、
厨
房
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
で
は
、
低
賃
金
の
ま

ま
労
働
時
間
だ
け
が
長
時
間
化
し
、
そ
の
よ
う
な
労
働
条
件
で
新
規
採
用
者

を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
現
職
の
ワ
ー
カ
ー

に
し
わ
寄
せ
さ
れ
る
と
い
う
悪
循
環
が
続
い
た
。
メ
ニ
ュ
ー
と
食
材
の
決

定
は
栄
養
士
の
仕
事
だ
っ
た
。
生
協
の
安
全
な
食
材
を
使
う
こ
と
に
ワ
ー

カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
側
は
こ
だ
わ
っ
た
が
、
生
協
の
食
材
が
価
格
面
で

高
く
つ
く
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
お
り
、
経
費
節
減
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ

た
。
食
材
の
予
算
管
理
も
ま
た
法
人
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
栄
養
士
と
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
の
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
よ
い

が
、
両
者
の
意
思
疎
通
に
問
題
が
起
き
る
と
、
ワ
ー
カ
ー
は
た
ん
な
る
手
足

に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分
た
ち
の
あ
い
だ
か
ら
栄
養
士
を
送
り
出
す
こ
と
や
、

あ
る
い
は
管
理
栄
養
士
を
仲
間
と
し
て
調
達
す
る
よ
う
な
専
門
性
へ
の
志
向

は
、
彼
女
た
ち
に
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
問
題
を
悪
化
さ
せ
た
の
が
、「
厨
房
の
ド
ア
」で
あ
る
。
衛
生
管
理

上
の
理
由
で
、「
厨
房
の
ド
ア
」は
固
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
ド
ア
に
隔
て
ら

れ
て
、
厨
房
の
外
部
の
職
員
は
厨
房
で
何
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
を
知
ら

ず
、
ま
た
厨
房
の
ワ
ー
カ
ー
は
厨
房
の
外
部
の
利
用
者
と
接
触
す
る
こ
と
が

い
ち
じ
る
し
く
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

厨
房
職
員
の
モ
ラ
ル
に
と
っ
て
、
末
端
ユ
ー
ザ
ー
つ
ま
り
入
居
者
と
の
交

流
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
証
言
し
た
事
例
が
あ
る
。
わ
た
し
た
ち

が
調
査
で
訪
れ
た
愛
知
県
西
尾
市
の
社
会
福
祉
法
人「
せ
ん
ね
ん
村
」で
は
、
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来
て
も
よ
い
」（
女
性
、
六
〇
代
）と
評
価
が
高
い
。

興
味
深
い
の
は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
に
は
、
人
員
配
置
の
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
を
補
う
た
め
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

委
託
事
業
費
の
な
か
か
ら
配
分
額
と
し
て
わ
た
さ
れ
る「
実
結
」メ
ン
バ
ー
の

報
酬
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
よ
り
も
低
い
こ
と
も
あ
る
。
現
在
で
も
会

議
コ
ス
ト
等
の
見
え
な
い
労
働
を
算
入
す
れ
ば
、
時
間
給
は
パ
ー
ト
よ
り
低

い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、「
実
結
」の
メ
ン
バ
ー
は
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
と
い
う
働
き
方
を
選
ん
で
お
り
、
他
方
パ
ー
ト
の
職
員
は
そ
れ
を
傍

目
に
見
な
が
ら
パ
ー
ト
の
ま
ま
で
働
く
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の

場
合
も
、
そ
の
多
く
は
配
偶
者
特
別
控
除
年
間
限
度
額
一
三
〇
万
円
の
壁

の
う
ち
で
収
入
を
抑
制
し
て
き
て
お
り
、
賃
金
に
対
す
る
不
満
は
聞
か
れ

な
い
。
不
満
が
聞
か
れ
た
の
は
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
属
す
る

二
〇
代
の
シ
ン
グ
ル
男
性
ワ
ー
カ
ー（
月
額
給
与
一
六
万
円
）の
み
。
だ
が
彼
に
は

ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
は
何
か
の
認
識
が
な
く
、
会
議
の
話
も「
ち

ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
」と
い
う
。
他
方
、
そ
れ
ま
で
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
担
当
し

て
い
た
常
勤
の
施
設
職
員（
男
性
、
三
〇
代
）は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ば
か
り

で
、
こ
の
ま
ま
で
は「
子
ど
も
を
食
べ
さ
せ
て
い
け
な
い
」と
賃
金
の
低
さ
に

不
満
を
漏
ら
す
。
同
期
六
人
中
三
人
が
、
す
で
に
経
済
的
理
由
で
離
職
し
た

と
い
う
。

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
創
業
期
か
ら

長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
き
た
メ
ン
バ
ー
が
多
い
。
彼
女
た
ち
は
、
施
設

職
員
の
管
理
の
も
と
で
経
験
を
積
み
、
自
信
を
つ
け
、
そ
の
管
理
か
ら
自
立

受
け
て
く
れ
る
よ
う
な
労
働
者
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
雇
用
す
る
業
者
に
外
注

し
た
の
で
あ
る
。
労
働
条
件
が
変
わ
ら
な
い
ま
ま
た
ん
な
る
雇
用
労
働
と
な

れ
ば
、
厨
房
労
働
は
ま
す
ま
す
自
己
決
定
権
の
な
い
疎
外
労
働
と
化
す
だ
ろ

う
。「
ふ
つ
う
の
特
養
」が
選
ぶ
経
営
合
理
化
の
道
を
、
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
も
選

ん
だ
。
こ
の
事
実
か
ら
も
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を
支
え
て
い
た

担
い
手
と
、
一
般
の
施
設
労
働
者
と
の
経
済
階
層
の
違
い
が
推
察
で
き
る
。

他
方
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
業
務
の
委
託
を
引
き
受
け
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ

ク
テ
ィ
ブ「
実
結
」は
、
こ
れ
と
は
対
照
的
な
道
を
た
ど
っ
た
。
当
初
、
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
部
門
に
は
施
設
職
員
の
責
任
者
が
い
て
、
ワ
ー
カ
ー
は
そ
の
指

示
に
従
っ
て
い
た
が
、
そ
の
責
任
者
を
外
し
て
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
に
全
面
委
託
す
る
こ
と
で
、
事
業
の
自
立
性
を
高
め
た
。
そ
の
代
わ
り
、

ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か
か
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
責
任
者

を
選
定
し
、
法
人
の
職
員
と
す
る
こ
と
を
法
人
側
か
ら
要
求
し
た
。
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
感
覚
か
ら
始
ま
っ
た
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て

は
大
き
な
決
断
だ
っ
た
が
、
人
材
を
得
て
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
は
い
わ
ば

施
設
内
自
治
区
と
な
っ
た
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
代
表
か
ら
専
従

の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
施
設
職
員
に
な
っ
た
女
性（
五
〇

代
）に
と
っ
て
は
想
定
外
の
展
開
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
彼
女
は
そ
の
選
択

を「
忙
し
く
な
っ
た
が
後
悔
し
て
い
な
い
」と
い
う
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
は
、

地
域
の
女
性
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
来
て
い
る
が
、
彼
女
た
ち
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ

に
よ
れ
ば
、「
特
養
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
行
き
た
く
な
い
し
、
自
分
が
将

来
入
ろ
う
と
も
思
わ
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
自
分
も
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理
念
や
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
託
し
た
自
発
性
で
あ
る
。
そ
し

て
も
ち
ろ
ん
こ
の
低
賃
金
を
支
え
て
い
る
の
は
、
彼
女
た
ち
が
生
協
組
合
員

と
い
う
相
対
的
に
高
学
歴・高
経
済
階
層
に
所
属
し
て
お
り
、
雇
用
者
の
夫

の
扶
養
家
族
と
し
て
、
収
入
を
抑
制
す
る
動
機
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

管
理
責
任
者
と
し
て
フ
ル
タ
イ
ム
の
専
従
労
働
者
に
な
っ
た「
実
結
」メ
ン

バ
ー
は
、「
月
給
は
上
が
っ
た
が
、
世
帯
で
見
れ
ば
か
え
っ
て
ソ
ン
を
し
た
」

（
女
性・五
〇
代
）と
い
う
。
ま
た
こ
の
種
の「
成
功
」が
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
に

限
ら
れ
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
主
婦
役
割
を
背
負
っ
た
彼
女
た
ち
に
、
施
設

勤
務
に
求
め
ら
れ
る
夜
勤
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
、

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
部
門
と
比
べ
て
相
対
的
に
長
時
間
の
安
定
就
労
が
見
込
め
る

事
業
部
門
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
生
協
福
祉
の「
高
い
理
念
」と
は
、
低
賃
金
で
モ
ラ
ル
の
高

い
ワ
ー
カ
ー
を
動
員
す
る
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
、
皮

肉
な
見
方
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
事
実
、
多
く
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
は
、
創
業
期
メ
ン
バ
ー
と
後
発
組
と
の
理
念
継
承
の
ギ
ャ
ッ
プ
に

悩
ん
で
い
る
。
こ
の「
理
念
」を
共
有
し
な
い
レ
イ
ト
カ
マ
ー
に
と
っ
て
は
、

「
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ら
し
い
」働
き
方
や
、
会
議
の
多
さ
な
ど
は

理
解
に
苦
し
む「
コ
ス
ト
」と
し
か
見
え
な
い
だ
ろ
う
。

生
協
福
祉
の
め
ざ
ま
し
い
成
功
例
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
事
例
を
あ
げ

て
お
こ
う
。
同
じ
く
生
協
福
祉
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
っ
た
生
活
ク
ラ
ブ
生
協

労
働
の
自
己
決
定
の
逆
説
的
効
果

5

し
て
き
た
実
績
を
持
つ
。
メ
ン
バ
ー
の
な
か
か
ら
専
従
の
有
給
職
員
を
生
み

出
す
こ
と
に
も
抵
抗
が
な
か
っ
た
。
利
用
者
と
の
直
接
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ

ス
か
ら
感
謝
と
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
、
仕
事
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。
会
議
を

含
め
て
八
時
、
九
時
ま
で
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
い
と
わ
な
い
ば
か
り
か
、
休
日

に
も
イ
ベ
ン
ト
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
を
積
極
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。

メ
ン
バ
ー
以
外
に
も
数
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
曜
日
を
決
め
て
出
入
り
し
、

開
放
性
に
富
ん
で
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
が
多
い
の
で
、
利
用
者
の
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
も
カ
ラ
オ
ケ
、
手
芸
、
書
道
、
碁
な
ど
メ
ニ
ュ
ー
が
多
く
、
全
員

い
っ
せ
い
に
参
加
す
る
集
団
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
特
別
な
時
に
し
か
し
な

い
。
複
数
の
利
用
者
が
同
時
に
複
数
の
活
動
に
め
い
め
い
自
由
に
参
加
し
て

お
り
、
利
用
者
の
自
発
性
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
。

法
人
の「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」側
か
ら
見
れ
ば
、「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
ラ
ポ
ー

ル
の
稼
ぎ
頭
」で
あ
り
な
が
ら
、
年
間
一
定
額
の
事
業
委
託
費
の
も
と
で
収

益
を
上
げ
て
く
れ
る
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
存
在
は
、
管
理
コ
ス

ト
が
か
か
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
モ
ラ
ル
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
が
多
く
、
低
い

労
働
条
件
の
わ
り
に
離
職
率
の
低
い
、
あ
り
が
た
い
労
働
力
で
あ
ろ
う
。

「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
の「
成
功
」は
、
逆
説
的
な
こ
と

に
そ
れ
が
法
人
管
理
か
ら
自
立
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
は
厨
房
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
法
人
か
ら
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
撤
退
し
た
こ

と
と
対
照
的
で
あ
る
。「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
成
功
は
、

（
1
）モ
ラ
ル
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
が
、（
2
）低
い
労
働
条
件
で
働
い
て
く
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
生
協
福
祉
の
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エレベーター

エレベーター

同
住
宅
で
あ
る【
図
31
】。
企
業
の
独
身
社
員
寮
だ
っ
た
築
四
〇
年
の
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
を
借
り
上
げ
て
改
修
す
る
費
用
に
一
億
円
が
か
か
っ
た
。

そ
の
個
室
を
周
辺
価
格
よ
り
も
割
安
で
賃
貸
に
出
し
、
介
護
の
必
要
な
利
用

者
に
は
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
つ
け
て
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、
地
域
の
介
護

資
源
を
利
用
し
て
も
ら
う
。
同
じ
事
業
所
が
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い

る
が
、
地
域
の
他
の
事
業
者
と
比
較
し
て
利
用
者
に
選
ん
で
も
ら
え
ば
よ
い

神
奈
川
の
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
出
発
し
、
し
だ
い
に
自
立
性

を
高
め
て
九
三
年
に
社
会
福
祉
法
人「
藤
雪
会
」を
設
立
、
さ
ら
に
二
〇
〇
〇

年
に
N　
P　
O
法
人
M　
O　
M　
O
の
も
と
で
、
神
奈
川
県
厚
木
市
に
サ
ー
ビ
ス
ハ

ウ
ス「
ポ
ポ
ロ
」を
開
設
し
た
事
例
で
あ
る
。

サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス「
ポ
ポ
ロ
」（
定
員
四
〇
名
）は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
の
介
護
保
険
事
業
を
併
設
す
る
ケ
ア
付
き
共

図31　ポポロ平面図

図32　ポポロ中山平面図
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れ
て
い
る
、
と 

又
木
は
言
う
が1

❖

、
そ
の
背
後
に
は
限
ら
れ
た
原
資
の
分
配
方

法
に
つ
い
て
の
ワ
ー
カ
ー
間
の
合
意
形
成
が
あ
っ
た
。「
ケ
ア 

セ
ン
タ
ー
あ

さ
ひ
」の
人
件
費
率
は
ほ
ぼ
七
割
、
限
界
値
に
達
し
て
い
る
。
原
資
を
増
や

せ
な
い
と
す
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
り
あ
た

り
の
分
配
を
減
ら
す
と
い
う
意
思
決
定
と
引
き
替
え
で
あ
る
。
そ
の「
合
意

形
成
」が
労
働
者
自
ら
の
自
己
決
定
で
可
能
に
な
る
の
が
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
労
働
者
自
主
管
理
の
働
き
方
で
あ
る
。
モ
ラ
ル
の
高
い

ワ
ー
カ
ー
た
ち
が
、
自
己
決
定
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
労
働
条
件
を
切
り
下
げ

る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
に
対
し
て
、
ワ
ー
カ
ー
と
利
用
者
の
双
方
が
満
足
し

て
い
る
…
…
。
こ
れ
を「
福
祉
経
営
」の
成
功
例
と
し
て
語
る
こ
と
に
、
わ
た

し
は
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
。

経
営
者
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
れ
ば
紛
争
の
タ
ネ
に
な
り
か
ね
な
い

労
働
条
件
の
切
り
下
げ
を
、
当
事
者
の
自
己
決
定
で
も
た
ら
す
…
…
皮
肉

に
見
れ
ば
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
そ
の
た
め
の
仕
組
み
と
し
て
機

能
し
て
い
る
。
生
協
福
祉
の
理
念
や
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
自
己

決
定
は
、
ワ
ー
カ
ー
の
自
己
搾
取
の
手
段
と
し
て
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
?　
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
モ
ラ
ル
の
高
い
自
己
犠
牲
的
な
ワ
ー
カ
ー
に

よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
地
域
福
祉
の「
先
進
ケ
ー
ス
」と
は
、

こ
れ
も
ま
た
あ
や
う
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?　
そ
し
て
そ
の
背
後
に

あ
る
の
も
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
を「
新
し
い
働
き
方
」と
し
て
選

ぶ
こ
と
が
可
能
な
―
言
い
替
え
れ
ば「
福
祉
で
食
わ
な
く
て
も
よ
い
」―

一
部
の
高
学
歴・高
経
済
階
層
の
既
婚
女
性
の
存
在
で
あ
る
。

と
考
え
、
囲
い
込
み
を
し
な
い
で
他
の
事
業
者
が
自
由
に
出
入
り
す
る
風
通

し
の
よ
い
施
設
を
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
選
択
は
、
都
市
型

で
地
域
介
護
資
源
が
多
様
で
潤
沢
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
自
分
た
ち
の
提
供

す
る
ケ
ア
の
質
に
よ
ほ
ど
の
自
信
が
な
け
れ
ば
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
ポ

ポ
ロ
は
好
評
で
た
だ
ち
に
満
室
と
な
り
、
二
〇
〇
三
年
に
第
二
の
ケ
ア
付
き

共
同
住
宅
、「
ポ
ポ
ロ・中
山
」（
定
員
二
五
名
）【
図
32
】を
開
設
す
る
に
い
た
っ
た
。

創
業
者
の 

又
木
京
子﹇2007
﹈は
、
も
と
生
協
組
合
員
で
あ
り
ワ
ー
カ
ー
ズ・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ・
メ
ン
バ
ー
も
経
験
し
て
い
る
。
創
業
資
金
の
調
達
に
あ

た
っ
て
金
融
機
関
が
あ
て
に
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
二
五
〇
人
の
市
民
か
ら

四
億
円
の
原
資
を
市
民
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
集
め
た
実
績
を
持
つ
、
社
会
的
企

業
家
と
い
う
べ
き
人
物
で
あ
る
。

社
会
福
祉
法
人「
藤
雪
会
」が
経
営
す
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
に
は
、
九
二

年
に
設
立
さ
れ
た「
ケ
ア 

セ
ン
タ
ー
あ
さ
ひ
」が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ワ
ー
カ
ー

ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
で「
生
協
ら
し
さ
」を

保
っ
て
い
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は
労
働
の
自
己
決
定
、
す
な

わ
ち
職
員
の
労
働
条
件
と
利
用
者
に
対
す
る
職
員
配
置
を
、
個
々
の
職
員
の

労
働
強
化
と
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
、
会
議
で
み
ず
か
ら

決
定
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
規
定
の
職
員
配
置
よ
り
は
多
い
人
数
を
採
用

す
る
こ
と
に
な
り
、
少
な
い
人
数
で
回
す
よ
り
は
職
場
の
余
裕
が
増
え
る
こ

と
で
職
員
は
ゆ
と
り
を
も
っ
て
利
用
者
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
利
用

者
の
満
足
度
も
上
が
っ
た
と
い
う
。

よ
り
多
く
の
職
員
配
置
は
、
ワ
ー
カ
ー
に
も
利
用
者
に
も
と
も
に
歓
迎
さ
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的
に
言
っ
て
、（
1
）創
業
者
の
篤
志
と
い
う
べ
き
持
ち
出
し
を
初
期
投
資
と

し
、（
2
）意
欲
と
能
力
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
の
、（
3
）サ
ー
ビ
ス
残
業
を
含
む

低
賃
金
で
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、（
4
）メ
デ
ィ
ア
効
果
と
い

う
無
形
の
創
業
者
利
得
を
得
て
い
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
先
に
も
ふ

れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
旧
鷹
巣
町
の
た
か
の
す
福
祉
公
社
の
事
例
は
、
官
セ
ク

タ
ー
の
成
功
と
挫
折
の
両
面
を
こ
れ
以
上
な
い
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
示

し
て
く
れ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
学
ぶ
の
は
以
下
の
こ
と
で

あ
る
。

第
一
に
、
官
セ
ク
タ
ー
は
行
政
依
存
体
質
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
に
政
権
交
代
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
、
事
業
の
一
貫
性
が
損
な
わ

れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
影
響
を
被
る
の
は
、
職
員
の
み
な
ら
ず
利
用
者
で

も
あ
る
。

第
二
に
、
旧
鷹
巣
町
の
事
例
は
、
九
〇
年
代
の
社
会
保
障
基
礎
構
造
改
革
、

地
方
分
権
改
革
等
の
中
央
政
府
の
政
策
転
換
に
翻
弄
さ
れ
た
悲
劇
と
も
言
え

る
も
の
で
あ
る
。
中
央
政
府
の
制
度
改
革
に
巻
き
こ
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、

そ
し
て
現
在
で
も
高
齢
者
福
祉
が
旧
来
の
制
度
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
、
旧
鷹
巣

町
は
現
在
で
も「
日
本
一
の
福
祉
の
町
」を
誇
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
裏
返
し
に
い
え
ば
、
制
度
改
革
に
対
す
る
官
セ
ク
タ
ー
の
脆
弱
さ
を
露
呈

「
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
未
来
」が
語
ら
れ
る
た
び
に
わ
た
し
が

疑
問
を
抱
き
つ
づ
け
て
き
た
の
は
、
生
協
福
祉
の
担
い
手
で
あ
る
高
学
歴・

高
経
済
階
層
の
無
業
の
既
婚
女
性
が
、
こ
れ
か
ら
先
の
時
代
に
は
、
層
と
し

て
再
生
産
さ
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
福
祉
労
働

市
場
が
中
高
年
の
既
婚
女
性
と
若
年
層
の
男
女
と
に
二
極
化
し
て
い
る
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ワ
ー
キ
ン
グ・プ
ア
と
労
働
力
移
動
の
問
題
は
後

者
に
限
定
的
に
語
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
既
婚
女
性
が
家
計
補
助
労
働
力

と
し
か
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
は
や
前
者
の
集
団
と
し

て
の
再
生
産
が
望
め
な
く
な
れ
ば
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
供
給
は
深
刻
な
問
題

と
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。「
生
協
福
祉
」が
一
時
代
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
し
て

語
ら
れ
る
時
代
が
、
近
い
将
来
に
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
で
は
協
セ
ク
タ
ー
の
事
例
と
し
て
生
協
福
祉
の
ほ
か
に
、
N　
P　
O

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」と
、
官
セ
ク
タ
ー
の「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」を
比

較
対
象
に
選
ん
だ
。
い
ず
れ
も「
先
進
ケ
ア
」で
知
ら
れ
る（
知
ら
れ
た
）モ
デ

ル
施
設
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

経
営
者
が
高
い
理
念
を
持
っ
て
お
り
、
利
用
者
と
そ
の
家
族
か
ら
高
く

評
価
さ
れ
、
ま
た
モ
ラ
ル
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」の
よ
う
な
事
例
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
成

立
し
、
ま
た
持
続
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
?

「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」を
は
じ
め
と
す
る
N　
P　
O
型
の
先
進
ケ
ア
は
、
端

地
域
特
性

6

❖
1 

二
〇
〇
七
年
一
月
ケ
ア 

セ
ン
タ
ー
あ
さ
ひ
創
立
一
五
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る 

又
木

京
子
へ
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
よ
る
。
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だ
ち
に
人
材
難
が
起
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。
生
協
が
専
業
主
婦
依
存
体
質
を
脱

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
生
協
福
祉
事
業
に
も
同
じ
こ
と
が
言

え
る
が
、
そ
う
な
っ
た
と
き
に
生
協
福
祉
が「
生
協
ら
し
い
福
祉
」で
あ
り
つ

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
事
実
、
介
護
保
険
以
後
の

生
協
福
祉
の
担
い
手
に
は
、
生
協
に
縁
も
ゆ
か
り
も
な
か
っ
た
人
々
が
新
た

に
参
入
し
て
お
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
生
協
福
祉
と
は
、「
生
協
が
始
め
た

福
祉
」に
す
ぎ
な
い
。
同
じ
こ
と
は
利
用
者
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
利
用
者

は
そ
れ
が
生
協
ブ
ラ
ン
ド
だ
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
。
あ
る
ワ
ー
カ
ー
が
自
嘲
的
に
呼
ん
だ
よ
う
に
、「
使
い
や
す
い
気
の
い

い
お
ば
さ
ん
」以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）地
方
都
市
型
＝
小
規
模
多
機
能
型

「
富
山
型
」は「
富
山
型
」と
い
う
名
の
と
お
り
、（
1
）初
期
投
資
が
安
く

つ
き2

❖

（
土
地
も
建
物
も
安
い
）、（
2
）最
低
賃
金
も
生
活
費
も
安
い3

❖

（
低
賃
金
で
も
ワ
ー

カ
ー
が
集
ま
る
）、
地
方
都
市
型
の
事
業
モ
デ
ル
で
あ
り
、
大
都
市
圏
に
成
立
す

る
の
は
む
づ
か
し
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
裏
返
し
て
い
え
ば「
富
山

型
」が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、（
1
）モ
ラ
ル
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
が
、（
2
）低

賃
金
で
働
い
て
く
れ
る
と
い
う
条
件
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
将
来
の
起
業
の
見
通
し
や
、
資
格
の
取
得
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン

が
立
た
な
け
れ
ば
、
若
い
ワ
ー
カ
ー
を
つ
な
ぎ
と
め
る
の
は
む
ず
か
し
い
だ

ろ
う
。

複
数
の「
富
山
型
」の
取
材
を
通
じ
て
、
わ
た
し
は
小
規
模
多
機
能
施
設
に

し
た
と
も
い
え
る
。

こ
う
し
た
官
セ
ク
タ
ー
の
教
訓
か
ら
学
ん
だ
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

協
セ
ク
タ
ー
の
担
い
手
の
あ
い
だ
に
は
、
行
政
依
存
や
制
度
に
よ
る
管
理
や

制
約
に
対
す
る
強
い
警
戒
心
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ヒ
モ
付
き
の

助
成
金
は
も
ら
わ
な
い
と
か
、
委
託
料
を
事
業
高
の
一
定
割
合
以
上
に
増
や

さ
な
い
と
か
、
非
課
税
と
い
う
点
で
有
利
だ
と
わ
か
っ
て
い
て
も
行
政
か
ら

の
干
渉
や
規
制
の
多
い
社
会
福
祉
法
人
格
は
あ
え
て
取
得
し
な
い
と
か
の
選

択
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
官
か
ら
の
自
立
で
あ
り
、
協
セ
ク
タ
ー
の
あ
る
経

営
者
の
発
言
を
借
り
る
と「
官
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
な
い
」経
営
が
め
ざ
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
各
モ
デ
ル
の
地
域
特
性
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
1
）大
都
市
郊
外
型
＝
生
協
福
祉

生
協
福
祉
は
、
そ
の
担
い
手
、
す
な
わ
ち
高
学
歴・高
経
済
階
層
の
無
業

の
既
婚
女
性
の
層
と
し
て
の
存
在
に
大
き
く
依
存
す
る
。
そ
の
供
給
源
は
主

と
し
て
大
都
市
圏
郊
外
地
域
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
の

場
合
は
地
方
都
市
型
だ
が
、
い
ず
れ
も
初
期
投
資
を
資
金
力
の
大
き
い
生
協

に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
以
前
に
生

協
が
培
っ
た
人
材
、
ノ
ウ
ハ
ウ
、
組
織
力
、
資
金
力
が
前
提
に
あ
る
。
だ
が
、

配
偶
者
特
別
控
除
額
を
限
度
に
雇
用
調
整
を
お
こ
な
う
よ
う
な
女
性
の
層
が

減
少
し
、
生
協
福
祉
も
他
の
雇
用
機
会
と
な
ら
ぶ
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
な
っ

た
ら
、
相
対
的
に
雇
用
機
会
が
多
く
賃
金
水
準
の
高
い
大
都
市
圏
で
は
、
た
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ば
よ
い
が
、
そ
れ
も
官
主
導
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
福

祉
公
社
は
全
面
的
に
官
に
依
存
し
て
き
た
。
行
政
改
革
と
町
村
合
併
の
嵐
に

吞
ま
れ
た
鷹
巣
の
事
例
は
悲
劇
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
官
に
依
存
し

な
い
協
セ
ク
タ
ー
の
誕
生
と
成
長
が
望
ま
れ
る
。
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は

そ
の
萌
芽
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
に
鷹
巣
の
経
験
は
、
複
数
の
N　
P　
O
を

地
域
に
遺
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
福
祉
公
社
退
職
者
が
興
し
た
も
の
で
あ
る
。

だ
が
農
村
型
だ
か
ら
官
主
導
の
運
命
に
あ
る
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
も

と
も
と
村
落
共
同
体
に
は
入
会
地
の
よ
う
な
共
同
所
有・共
同
管
理
の
歴
史

が
あ
っ
た
。「
共・
協
セ
ク
タ
ー
」の
語
源
で
あ
る「
コ
モ
ンcom

m
on

」は
、

ほ
ん
ら
い
英
語
で
中
世
ま
で
の「
入
会
地
」を
指
す
用
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
共

同
の
理
念
が
も
っ
と
も
具
現
化
さ
れ
た
も
の
が
、
農
協
で
あ
る
。
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
に
次
い
で
日
本
最
大
の
金
融
機
関
で
あ
り
、
久
し
く
保
守
系
政
治
の
圧

事
業
の
継
続
性
や
後
継
者
問
題
を
期
待
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。「
小
規
模・

多
機
能
」で
あ
る
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
小
規
模
多
機
能
施
設
に
は
経

営
者
の
個
性
や
理
念
が
強
く
刻
印
さ
れ
る
。
経
営
者
が
交
代
す
れ
ば
、
施
設

の
雰
囲
気
も
サ
ー
ビ
ス
の
質
も
激
変
す
る
で
あ
ろ
う
。
組
織
は
N　
P　
O
の
よ

う
な
法
人
格
を
持
っ
て
い
る
が
、
小
規
模
多
機
能
施
設
の
特
徴
を
つ
く
り
だ

し
て
い
る
の
は
組
織
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
、
人
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ

う
思
え
ば
、
小
規
模
多
機
能
施
設
は
一
種
の
サ
ー
ビ
ス
の「
個
人
商
店
」と
見

な
し
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
経
営
者
一
代
限
り
の
期
間
限
定
サ
ー
ビ
ス
商
品
を

提
供
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
よ
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
高
学
歴

ワ
ー
カ
ー
は
、
後
継
者
に
な
る
よ
り
は
自
ら
起
業
者
に
な
る
こ
と
を
キ
ャ
リ

ア
プ
ラ
ン
に
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
な
か
に
は
ハ
ー
ド
を
譲
り
受
け

る
選
択
肢
も
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
そ
う
な
っ
て
も
ソ
フ
ト
は
別
の
も
の
に
な

る
。
ニ
ー
ズ
の
あ
る
限
り
、
ニ
ー
ズ
の
あ
る
地
域
で
、
複
数
の
小
規
模
多
機

能
施
設
が
つ
ね
に
誕
生
や
消
滅
を
く
り
か
え
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
つ
ね

に
一
定
の
サ
ー
ビ
ス
は
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
も
小
規

模
多
機
能
施
設
の
参
入
障
壁
を
い
っ
そ
う
低
く
す
る
た
め
の
創
業
支
援
制
度

は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

（
3
）農
村
型

旧
鷹
巣
町
は
、
人
口
二
万
を
下
回
る
農
村
部
、
林
業・農
業
以
外
の
生
業

が
少
な
く
、
官
主
導・公
共
事
業
依
存
体
質
が
な
く
な
っ
て
い
な
い
地
域
で

あ
る
。
そ
こ
で
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ
た
指
導
者
が「
善
政
」を
敷
け

❖
2 

初
期
投
資
に
つ
い
て
は
、『
富
山
型
調
査
報
告
書
』を
担
当
し
た
関
好
博
の
以
下
の
証
言
が

あ
る
。「
民
家
改
造
型
な
い
し
民
家
併
用
型
で
で
き
る
の
は
、
首
都
圏
と
地
方
と
の
圧
倒
的
な
違

い
。
初
期
投
資
の
リ
ス
ク
の
少
な
さ
は
、
住
宅
資
源
の
豊
か
な
地
方
都
市
型
の
メ
リ
ッ
ト
と
言
え

る
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
よ
り
）。
富
山
の「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」で
は
土
地
を
除
い
て
建
物
の
新
築
に

四
〇
〇
〇
万
円
、
九
州
で
は
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
が
取
得
し
た
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
用
の
民
家
は
、
七
〇

坪
の
土
地
に
四
五
坪
の
平
屋
が
つ
い
て
二
〇
〇
〇
万
円
台
、
改
装
費
に
一
〇
〇
〇
万
円
と
い
う
事

例
が
あ
る
。
ま
た
空
家
と
な
っ
た
古
民
家
を
借
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
初
期
投
資
の
リ

ス
ク
は
小
さ
い
。

❖
3 

調
査
当
時（
二
〇
〇
五
年
）に
お
け
る
各
調
査
地
の
地
域
最
低
賃
金
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
旧
鷹
巣
六
〇
八
円
、
富
山
六
四
八
円
、
千
葉
六
八
二
円
、
藤
沢
七
一
二
円
。
1　
L　
D　
K
の
家

賃
相
場
は
以
下
の
通
り
。
旧
鷹
巣
四・
五
万
円
、
富
山
五・
二
一
万
円
、
千
葉
五・
一
万
円
、
藤
沢

七・二
万
円
。
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を
相
互
行
為
と
と
ら
え
る
本
書
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
先
進
ケ
ア
」は
利
用

者
に
と
っ
て
は
た
し
か
に
先
進
的
だ
が
、
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
は
先
進
的
と

は
言
え
な
い
。「
先
進
ケ
ア
」が「
先
進
的
」で
あ
る
理
由
は
、
客
観
的
に
は
低

い
労
働
条
件
に
対
し
て
、
主
観
的
に
は
ワ
ー
カ
ー
の
不
満
が
少
な
い
こ
と
に

あ
る
。
す
な
わ
ち
先
進
ケ
ア
の
経
営
者
の
管
理
能
力
と
は
、
こ
の
ワ
ー
カ
ー

の
不
満
を
抑
制
す
る
能
力
に
あ
る
と
言
え
ば
、
言
い
過
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う

か
?ワ

ー
カ
ー
の
不
満
は
、
彼
ら
自
身
の
高
い
モ
ラ
ル
や
経
営
理
念
へ
の
共
感

に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
裏
返
し
に
言
え
ば
彼
ら
が
高
い
モ
ラ
ル
や
理

念
へ
の
共
感
を
失
っ
た
と
き
に
、
彼
ら
は「
た
だ
の
ワ
ー
カ
ー
」に
転
じ
、
先

進
施
設
は「
ふ
つ
う
の
施
設
」に
転
落
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
必
然
的
に
、
労
働

条
件
の
不
満
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
離
職
率
は
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
よ
う
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
も
、
実
際
、
経
営
者
へ
不
信
感
を
持
っ

た
り
他
の
業
種
と
比
較
し
た
り
と
い
う
契
機
に
よ
っ
て
、
賃
金
の
低
さ
や
労

働
条
件
の
悪
さ
に
つ
い
て
容
易
に
不
満
が
噴
出
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

経
営
者
や
管
理
者
は
、
こ
れ
ら
の
ワ
ー
カ
ー
の
モ
ラ
ル
の
高
さ
や
献
身
を
、

彼
ら
以
上
に
自
己
犠
牲
的
な「
頭
の
下
が
る
」献
身
を
自
ら
率
先
し
て
お
こ
な

う
こ
と
で
調
達
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
も
、
モ
ー
レ
ツ
社
員
に
発
破
を
か

け
る
彼
ら
以
上
に
ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク
な
管
理
職
と
見
え
る
の
で
は
な
い
か
?

先
進
ケ
ア
を
支
え
る
の
が
創
業
者
や
経
営
者
の
こ
の
よ
う
な
献
身
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
後
継
者
や
追
随
者
を
生
む
こ
と
が
む
ず
か
し
い
だ
け
で
な
く
、
こ

の
よ
う
な
事
業
は「
例
外
的
な
事
例
」と
見
な
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

力
団
体
で
あ
っ
た
農
協
を
、
そ
の
出
自
で
あ
る「
協
同
組
合
」と
し
て
認
識
し

て
い
る
人
々
は
少
な
い
が
、
農
協
も
ま
た
労
働
組
合
や
生
協
と
同
じ
く「
共

益
」と「
互
助
」を
理
念
と
す
る
組
合
法
人
で
あ
る
。
介
護
保
険
の
ス
タ
ー
ト

に
と
も
な
っ
て
、
農
協
の
一
部
に
は
、
婦
人
部
な
ど
が
介
護
保
険
事
業
に
参

入
す
る
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
。
三
ち
ゃ
ん
農
業
と
化
し
て
い
ち
じ
る
し
い

高
齢
化・ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
が
進
ん
だ
農
業
部
門
の
担
い
手
に
、
介
護
保
険
は

新
た
な
雇
用
機
会
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
高
齢
者
協
同
組
合（
高

齢
協
）な
ど
の
な
か
に
も
、
介
護
保
険
事
業
に
乗
り
出
す
と
こ
ろ
が
あ
ら
わ

れ
た
。

そ
こ
に
ニ
ー
ズ
の
あ
る
限
り
、
サ
ー
ビ
ス
は
成
立
す
る
。
二
分
の
一
の
財

源
を
税
金
に
負
う
介
護
保
険
は
、
限
界
集
落
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
高
齢
化
率

の
高
い
過
疎
地
に
も
、
雇
用
機
会
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
人

口
七
〇
〇
人
ほ
ど
の
島
根
県
隠
岐
諸
島
知ち

夫ぶ

里り

島
で
高
齢
者
の
看
取
り
を
含

む
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
N　
P　
O
法
人「
な
ご
み
の
里
」を
開
設
し
た
柴
田
久
美

子
の
よ
う
に
、
農
村
型
N　
P　
O
の
発
展
の
可
能
性
も
高
い
と
考
え
た
い4

❖

。

モ
デ
ル
施
設
事
例
の
比
較
研
究
を
通
じ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
達
し
た
結
論

は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

上
記
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も「
よ
い
ケ
ア
」す
な
わ
ち
利
用
者
満
足
度
の

高
い
、
質
の
よ
い
ケ
ア
を
提
供
し
て
い
る（
し
て
い
た
）が
、
そ
れ
は
ケ
ア
ワ
ー

カ
ー
の
低
い
労
働
条
件
と
過
大
な
献
身
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ケ
ア

お
わ
り
に

7
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酬
の
低
さ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
動
員
さ
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ケ
ア

労
働
の
価
値
が
低
く
見
積
も
ら
れ
て
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

そ
の
点
で
は
、
官
セ
ク
タ
ー
の
た
か
の
す
福
祉
公
社
を
対
照
事
例
と
し
て

扱
っ
た
こ
と
に
は
次
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
政
権
交
代
前
の

た
か
の
す
福
祉
公
社
は
、
モ
ラ
ル
の
高
い
ワ
ー
カ
ー
と
彼
ら
の
労
働
条
件

の（
相
対
的
な
）高
さ
が
一
致
し
て
い
た
稀
有
な
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た

ち
の
共
同
研
究
者
で
あ
る 

阿
部
は
、
報
告
書
の
な
か
で「
利
用
者
の
満
足
度

は
高
い
が
、
ワ
ー
カ
ー
の
満
足
度
は
低
い
。
ワ
ー
カ
ー
た
ち
の
ぎ
り
ぎ
り
の

献
身
に
よ
っ
て
、
現
在
の（
先
進
施
設
の
）ケ
ア
の
質
は
担
保
さ
れ
て
い
る
」﹇
東
京

大
学
社
会
学
研
究
室・建
築
学
研
究
室2006: 290

﹈と
指
摘
し
た
。 

阿
部
の「
利
用
者
の

満
足
度
は
高
い
が
、
ワ
ー
カ
ー
の
満
足
度
は
低
い
」と
い
う
表
現
を
、
も
っ

と
正
確
に
言
い
か
え
れ
ば
、「
ワ
ー
カ
ー
の
満
足
度
は
高
い
が
、
労
働
条
件

は
低
い
。
労
働
条
件
に
対
す
る
不
満
は
な
い
か
、
あ
っ
て
も
抑
制
さ
れ
て

い
る
」と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
先
進
的
な
モ
デ
ル
施
設
と
は
、

ワ
ー
カ
ー
の
モ
ラ
ル
の
調
達
に
成
功
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
う
、
あ
ら
ゆ

る
経
営
に
と
っ
て
の「
真
理
」が
得
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
重
要
な
こ
と
は

「
低
賃
金
で
」と
い
う
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
低
賃
金
は
、
現
行
の
介
護

保
険
の
介
護
報
酬
規
定
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。

事
例
ご
と
に
見
れ
ば
、
ワ
ー
カ
ー
を
支
え
る
要
因
は
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
あ

げ
ら
れ
る
。
富
山
型
で
は
、
利
用
者
と
の
個
別
の
関
係
や
職
員
に
と
っ
て
の

「
居
場
所
」効
果
、
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
度
に
よ
る
プ
ラ
イ
ド
や
モ
ラ
ル
の
向
上
、

ワ
ー
カ
ー
の
起
業
志
向
に
よ
る「
研
修
」意
識
な
ど
が
あ
る
。
生
協
の
事
例
で

は
、
行
き
場
の
な
い
中
高
年
高
学
歴
女
性
の
自
己
実
現
志
向
や
事
業
へ
の
参

加
意
識
、
地
域
か
ら
の
信
頼
や
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
使
命
感
や
達
成
感
、
成
長

型
の
事
業
展
開
の
醍
醐
味
な
ど
が
あ
ろ
う
。
皮
肉
に
見
れ
ば
、
地
域
社
会

へ
の
貢
献
の
よ
う
な
高
い
志
や
生
協
福
祉
の
理
念
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
の
参
加
意
識
な
ど
は
、
賃
金
を
抑
制
し
つ
つ
動
員
を
調
達
す
る
自
己

搾
取
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
現
実
を
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
は
創
業
者
利
得
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
旧
鷹
巣
町

の
事
例
で
も
、「
日
本
一
の
福
祉
の
町
」が
持
っ
た
全
国
区
の
ブ
ラ
ン
ド
効
果

は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
同
じ
く
、
ワ
ー
カ
ー
の
モ
ラ

ル
を
高
め
る
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
人
材
を
県
外
か
ら
集
め
る
効
果
を
持
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
ど
の
事
例
に
お
い
て
も「
質
の
高
い
」ケ
ア
か
ら
生
ま
れ
る
利

用
者
の
満
足
や
感
謝
と
い
う「
報
酬
」の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も

な
い
。

だ
が
こ
れ
ら
の
目
に
見
え
な
い
利
得
を
、「
報
酬
」と
見
な
し
て
労
働
条
件

の
低
さ
を
補
償
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ケ
ア
を「
労
働
」

と
見
な
す
こ
と
に
は
、
ケ
ア
は
そ
の
相
互
行
為
自
体
の
な
か
か
ら
、
相
手
の

成
長
や
感
謝
と
い
う
見
え
な
い
報
酬
を
得
て
い
る
、
と
い
う
言
説
の
罠
が
待

ち
受
け
て
い
る
。
こ
の
言
説
は
し
ば
し
ば
ケ
ア
労
働
の（
貨
幣
タ
ー
ム
で
の
）報

❖
4 「
な
ご
み
の
里
」は
、
そ
の
後
知
夫
里
島
を
去
っ
て
本
土
へ
移
転
、
二
〇
一
一
年
一
月
に
介

護
報
酬
の
不
正
請
求
を
理
由
と
し
て
島
根
県
か
ら「
出
雲
な
ご
み
の
里
」の
指
定
事
業
所
取
消
し
、

「
江
津
な
ご
み
の
里
」の
三
ヵ
月
効
力
停
止
の
行
政
処
分
を
受
け
た
。
同
年
四
月
に
は
米
子
に
拠
点

を
移
し
、
一
般
社
団
法
人「
な
ご
み
の
里
」と
し
て
再
出
発
し
た
。
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な
い
、
と
い
う
信
念
が
あ
る
。
そ
こ
に「
よ
い
ケ
ア
」が
加
わ
っ
た
。「
ケ
ア

の
質
」を
問
う
に
は
、
ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ
れ
る
側
、
両
方
の
成
長
が
必

要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
含
意
を
、
当
事
者
で
あ
る
利
用
者
の
側
か
ら
見
れ
ば
ど
う
な
る

か
?　
介
護
保
険
下
の
準
市
場
と
い
う
同
一
の
条
件
の
も
と
で
互
い
に
競
合

す
る
複
数
の
事
業
者
の
な
か
か
ら
、
ど
う
す
れ
ば
ほ
ん
と
う
に
自
分
に
と
っ

て「
よ
い
ケ
ア
」が
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
?　
本
書
で
述
べ
て
き
た
事
例
の

比
較
分
析
は
、
価
格
で
は
ケ
ア
の
質
は
測
れ
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
。
む
し

ろ
公
定
価
格
の
も
と
で
は
、「
質
の
よ
い
ケ
ア
」に
も「
質
の
悪
い
ケ
ア
」に
も

同
じ
料
金
が
発
生
す
る
。
と
な
れ
ば「
誰
が
ケ
ア
の
提
供
者
か
?
」を
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ケ
ア
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
う
ち
協
セ
ク

タ
ー
の
役
割
に
高
い
期
待
を
わ
た
し
が
持
つ
の
は
、
こ
の
理
由
に
よ
る
。

事
例
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
施
設
の
経
営
者
は
、
例
外
な
く
、
以
下
の
よ

う
に
断
言
し
た
。

「
介
護
保
険
の
制
度
の
枠
内
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
の
ぞ
ま
し
い
と
思
う

ケ
ア
は
絶
対
に
で
き
な
い
」

言
い
替
え
れ
ば「
先
進
ケ
ア
」は
、
制
度
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て

「
先
進
的
」た
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

生
活
ク
ラ
ブ
生
協
神
奈
川
の
組
合
員
か
ら
出
発
し
、「
ラ
ポ
ー
ル
藤
沢
」

の
施
設
長（
当
時
）の
小
川
泰
子
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は

ず
っ
と
消
費
者
運
動
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」（
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
よ
り
）と
発
言
し
た
。

生
協
は「
安
全
な
食
材
」を
求
め
て
市
場
と
は
別
の「
も
う
ひ
と
つ
の
回
路
」を

作
り
出
す
運
動
だ
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
ワ
ー
カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
は

「
自
分
が
ほ
し
い
サ
ー
ビ
ス
」を
求
め
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
側
に
回
っ
た
。

彼
女
た
ち
に
は
、「
よ
い
食
材
」は
、「
賢
い
消
費
者
」で
な
け
れ
ば
手
に
入
ら



　

ケアの
未
来　

第
Ⅳ
部
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ケ
ア
労
働
の
値
段
は
な
ぜ
安
い
か
?

本
書
は
く
り
か
え
し
、
こ
の
問
い
を
問
い
か
け
て
き
た
。

と
り
わ
け
二
〇
〇
六
年
改
訂
後
の
介
護
保
険
法
の
も
と
で
介
護
報
酬
は
の

き
な
み
減
額
さ
れ
、
介
護
事
業
者
は
経
営
難
に
あ
え
い
で
い
る
。
そ
の
し
わ

よ
せ
は
人
件
費
の
抑
制
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
の
な

か
に
は
、
時
給
を
一
〇
〇
円
下
げ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
、
代
表
者
が
事
業

所
の
ワ
ー
カ
ー
に
頭
を
下
げ
て
回
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
た

だ
ち
に
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
人
材
難
と
な
っ
て
現
象
し
た
。
ワ
ー
カ
ー
の
募
集

を
か
け
て
も
な
か
な
か
欠
員
が
埋
ま
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
離
職
率
も
高
く

な
っ
た
。
地
域
で
は「
福
祉
崩
壊
」が
言
わ
れ
、
そ
の
原
因
は「
人
材
崩
壊
」に

あ
る
、
と
ま
で
言
わ
れ
た
。
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
て
も
、
人
材
が
不
足
す
る
た
め

に
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
応
じ
ら
れ
な
い
事
業
所
も
生
ま
れ
た
。

ケ
ア
の
人
材
崩
壊

1

人
材
崩
壊
は
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
育
成
機
関
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
介
護

保
険
施
行
時
に
は
鳴
り
物
入
り
で
ス
タ
ー
ト
し
た
介
護
福
祉
士
養
成
の
専
門

学
校
が
、
各
地
で
定
員
割
れ
を
起
こ
し
て
い
る
。
福
祉
職
に
将
来
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
若
者
や
そ
の
家
族
が
、
福
祉
系
の
コ
ー
ス
を

忌
避
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

多
く
の
福
祉
現
場
の
担
い
手
と
接
触
し
て
い
る
と
、
彼
ら
が
福
祉
と
い
う

仕
事
に
、
や
り
が
い
や
使
命
感
を
感
じ
て
い
る
こ
と
は
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
く
る
。
だ
が
、
責
任
と
負
担
の
重
い
職
場
で
、
働
い
て
も
報
わ
れ
な
い
、

も
し
く
は
不
当
に
低
い
報
酬
と
評
価
し
か
返
っ
て
こ
な
い
、
と
感
じ
る
ワ
ー

カ
ー
は
多
い
。

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
日
本
の
経
済
は
長
期
に
わ
た
る
好
況
を

経
験
し
た
。
が
、
そ
れ
は
、
輸
出
関
連
企
業
に
と
っ
て
の
好
況
で
あ
っ
て
、

労
働
者
に
と
っ
て
の
好
況
で
は
な
か
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
も

と
で
は
、
資
本
と
生
産
拠
点
の
国
際
移
動
に
と
も
な
っ
て
、「
雇
用
回
復
な

ふ
た
た
び
ケ
ア
労
働
を
め
ぐって

―
―
グロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
と
ケ
ア

第
17
章
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れ
を
許
す
労
働
行
政
そ
の
も
の
を
見
直
す
こ
と
こ
そ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
平
均
月
額
報
酬
一
六
万
円
、
施
設
勤
務
の
正
職
員

で
二
二
万
円
、
年
収
は
二
〇
〇
万
円
台
、
こ
れ
で
は
親
の
家
に
パ
ラ
サ
イ
ト

し
な
い
と
食
べ
て
い
け
な
い
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
希
望
が
持
て
な
い
と
い

う
理
由
で
、
多
く
の
若
者
が
職
場
を
去
る
結
果
、
介
護
施
設
の
職
員
の
離
職

率
は
、
三
年
以
内
に
約
二
分
の
一
と
、
き
わ
め
て
高
い
。
昨
今
の
不
況
と
派

遣
切
り
の
も
と
で
も
、
労
働
市
場
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
は
解
消
し
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
だ
ぶ
つ
き
気
味
の
製
造
業
の
派
遣
労
働
者
が
、
介
護
労
働
市
場
へ
と

シ
フ
ト
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
を
労
働
力
の
性
格
、

す
な
わ
ち
自
動
車
産
業
な
ど
の
製
造
業
派
遣
の
多
く
は
男
性
で
あ
り
介
護
の

よ
う
な「
女
性
職
」に
は
適
応
で
き
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
大
き
な
賃
金
格
差
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
常
勤
で
あ
っ
て

も
全
産
業
平
均
か
ら
月
額
で
約
一
〇
万
円
低
い
と
言
わ
れ
る
介
護
職
へ
の
参

入
は
、
製
造
業
か
ら
の
転
入
組
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
や
り
た
く
な
い
選
択

で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
有
効
求
人
倍
率
が
一・
〇
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
職
の
充
足
率
は
あ
い
か
わ
ら
ず
低
い
。
不
況
が
長
引

く
な
か
で
も
、
介
護
職
は
労
働
条
件
の
向
上
が
な
い
ま
ま
、
平
均
し
て
年
間

二
〇
%
以
上
あ
っ
た
離
職
率
が
近
年
二
〇
%
以
下
に
低
下
し
た
と
言
わ
れ
る
。

だ
が
そ
れ
も
不
況
の
せ
い
で
、
代
替
選
択
肢
が
減
少
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
介
護
職
と
は
不
況
期
向
き
の
職
種
な
の
で
あ
り
、
景
気
が
好

況
に
転
じ
れ
ば
こ
の
離
職
率
は
た
だ
ち
に
上
昇
す
る
だ
ろ
う
。
慢
性
的
な
高

き
景
気
回
復
」が
起
き
る
。
日
本
で
も
セ
オ
リ
ー
ど
お
り
の
現
象
が
起
き
た
。

し
か
も
そ
の
あ
い
だ
に
、
九
〇
年
代
以
降
の
不
況
期
を
通
じ
て
、
日
本
企
業

の
労
働
分
配
率
は
一
貫
し
て
低
下
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
好
況
の
果
実

は
、
す
こ
し
も
労
働
者
に
は
回
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
も
と
で
起
き
た
の
が
、
格
差
の
拡
大
と
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
言
わ
れ

る
人
々
の
登
場
で
あ
る
。「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」の
定
義
は
、「
フ
ル
タ
イ
ム

で
働
い
て
も
年
収
二
〇
〇
万
円
以
下
の
水
準
」を
さ
す
。
あ
る
い
は
、
就
労

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
世
帯
条
件
の
生
活
保
護
世
帯
の
給
付
水

準
に
収
入
が
及
ば
な
い
場
合
に
も
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」と
呼
ば
れ
る
。
生

活
保
護
の
給
付
水
準
は
、
憲
法
に
い
う「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
」が
営
め
る
水
準
に
設
定
さ
れ
て
い
る（
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）。
も
ち
ろ
ん
何

が「
健
康
で
文
化
的
」か
は
時
代
と
社
会
と
歴
史
に
よ
っ
て
変
動
す
る
か
ら
、

そ
の
時
代
の
社
会
的
合
意
に
依
存
す
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
生
活
保
護
を
打

ち
切
ら
れ
て
餓
死
し
た
と
い
う
事
件
は
聞
く
が
、
生
活
保
護
世
帯
か
ら
餓
死

者
が
出
た
と
い
う
報
道
は
聞
か
な
い
か
ら
、
生
活
保
護
の
給
付
水
準
は
そ
れ

な
り
の
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」の
年
収
が
そ
の
生
活
保
護
給
付
の
水
準
よ
り
低
い
、

と
い
う
こ
と
は
、
保
護
給
付
の
側
の
問
題
で
は
な
く
、
端
的
に
労
働
者
の
賃

金
が（
ま
っ
と
う
な
）労
働
力
の
再
生
産
コ
ス
ト
を
下
回
っ
て
い
る
、
と
い
う
搾

取
の
事
実
を
あ
ら
わ
す
。
し
た
が
っ
て
生
活
保
護
世
帯
の
給
付
水
準
を
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
と
の
釣
り
合
い
を
考
え
て
切
り
下
げ
る
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た

く
見
当
違
い
の
政
策
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
反
対
に
再
生
産
コ
ス
ト
割
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ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
が
低
く
抑
え
ら
れ
る
の
は
、
介
護
保
険
の
利
用
報

酬
が
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
う
ち
、
利
益

率
が
も
っ
と
も
低
く1

❖

、
人
材
崩
壊
が
も
っ
と
も
は
な
は
だ
し
い
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
事
業
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
も
と
よ
り
介
護
報
酬
一
時
間
当
た
り
身
体

介
護
四
〇
二
〇
円
、
生
活
援
助
二
〇
八
〇
円
の
価
格
設
定
は
、
一
〇
割
自
己

負
担
す
る
と
考
え
れ
ば
、
利
用
者
感
覚
か
ら
は
け
っ
し
て
安
く
な
い
。
だ

が
、
こ
れ
に
は（
1
）経
営
コ
ス
ト
の
無
視
、（
2
）利
用
料
金
格
差
の
不
合
理
、

（
3
）地
域
係
数
の
不
備
な
ど
の
事
情
が
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
経
営
コ
ス
ト
の
無
視
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
す
で
に
12
章

で
、
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
者
に
経
営
コ
ス
ト
意
識
が
希
薄
な
こ
と
は
指
摘
し

て
き
た
。
旧
来
型
の
社
会
福
祉
法
人
系
は
措
置
時
代
の
特
権
意
識
と
慣
習
か

ら
、
新
規
に
登
場
し
て
き
た
市
民
事
業
系
は
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
時
代
の

「
無
償
の
奉
仕
」感
覚
か
ら
、
経
営
コ
ス
ト
を
シ
ビ
ア
に
考
え
る
態
度
を
持
っ

て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
の
調
査
が
実
証
的
に
あ
き
ら
か
に
し

た
よ
う
に
、
利
用
量
規
模
の
一
定
程
度
大
き
な
市
民
事
業
体
で
、
経
営
コ
ス

ト
二
一
七
%
と
い
う
数
値
が
得
ら
れ
た
。
こ
れ
は
営
利
企
業
系
の
経
営
コ
ス

ト
よ
り
は
効
率
が
よ
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
介
護
事
業
に「
規
模
の
メ

リ
ッ
ト
」が
働
き
に
く
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
コ
ス
ト
は
、
事
業
高
が

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
は
な
ぜ
安
い
か

2

失
業
率
の
も
と
で
の
介
護
市
場
の
継
続
的
な
労
働
力
不
足
は
、
介
護
職
の
労

働
条
件
の
低
さ
を
物
語
っ
て
余
り
あ
る
。

他
方
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
事
業
の
多
く
は
登
録
ワ
ー
カ
ー
に
支
え
ら
れ
て
お

り
、
平
均
月
収
は
七
万
円
台
。
配
偶
者
特
別
控
除
一
三
〇
万
円
の
枠
内
で
就

労
調
整
を
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
も
あ
る
が
、
労
働
者
ひ
と
り
の
再
生

産
コ
ス
ト
に
遠
く
及
ば
な
い
。
結
果
と
し
て
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
は
、
若
年
施

設
労
働
者
と
中
高
年
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
女
性
労
働
者
と
に「
二
極
化
」し
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
再
生
産
コ
ス
ト
を

下
ま
わ
る
条
件
で
働
い
て
く
れ
る
労
働
者
の
存
在
を
前
提
に
、
ケ
ア
ワ
ー
ク

の
労
働
市
場
が
成
立
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

介
護
保
険
の
二
回
に
わ
た
る
改
訂
が
、
利
用
者
に
対
し
て
は
要
介
護
認
定

の
切
り
下
げ
や「
不
適
切
利
用
」を
制
限
す
る
こ
と
で
利
用
抑
制
を
も
た
ら
し
、

事
業
者
と
労
働
者
に
対
し
て
は
報
酬
切
り
下
げ
で
労
働
条
件
の
低
下
を
も
た

ら
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
不
満
や
批
判
の
声
は
大
き
い
が
、
い

ず
れ
も
改
訂
前
と
の
比
較
で
あ
り
、
介
護
保
険
施
行
前
の
状
態
と
比
べ
よ
う

と
す
る
論
者
は
い
な
い
。
そ
の
く
ら
い
介
護
保
険
は
日
本
社
会
に
定
着
し
て

お
り
、
も
は
や
介
護
保
険
の
な
い
状
態
に
戻
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
保
守
系

の
政
治
家
に
と
っ
て
も
、
現
実
的
な
選
択
肢
に
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
〇
〇
九
年
度
の
三
回
目
の
改
訂
で
は
、
介
護
現
場
の
悲
鳴
に
応
じ
て
、
よ

う
や
く
介
護
報
酬
の
三
%
増
の
改
訂
が
実
現
し
た
が
、
そ
の
三
%
増
が
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
に
ま
わ
る
保
証
は
な
い
。

❖
1 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
事
業
の
な
か
に
は
、
人
件
比
率
が
売
上
高
の
八
〇
%
を
占
め
る
事
業
者
も

い
る
と
い
う
。
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こ
の
価
格
帯
な
ら
、
労
働
分
配
率
を
そ
の
半
分
と
す
れ
ば
一
五
〇
〇
円
前
後

と
な
り
、
専
門
職
パ
ー
ト
の
水
準
に
近
く
な
る
。

第
三
に
、
地
域
係
数
の
不
備
を
あ
げ
る
論
者
は
多
い
。
介
護
保
険
の
報
酬

は
、
正
確
に
い
う
と
価
格
で
は
な
く
、
医
療
保
険
と
同
じ
く
点
数
制
で
あ
る
。

こ
れ
に
一
ポ
イ
ン
ト
一
〇
円
を
か
け
る
と
、
標
準
報
酬
額
に
な
る
が
、
地
域

の
経
済
格
差
を
勘
案
し
て
地
域
係
数
が
か
け
て
あ
る
。
こ
の
地
域
係
数
の
不

備
を
指
摘
す
る
論
者
の
ひ
と
り  

田
中
雅
英﹇  

田
中
雅
英2008

﹈に
よ
る
と
、
賃
金

係
数
の
全
国
平
均
を
一
〇
〇
と
す
る
と
、
東
京
二
三
区
は
一
二
〇・
三
、
低

い
と
こ
ろ
で
青
森
市
の
八
三・
五
と
開
き
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
介

護
保
険
の
地
域
係
数
は
東
京
都
区
部
で
一
〇・四
八
、
青
森
市
で
一
〇・〇
〇

と
き
わ
め
て
分
散
が
小
さ
い
。
ま
た
最
低
賃
金（
二
〇
〇
八
年
）を
比
較
し
て
も
、

最
高
の
東
京
都
七
三
九
円
と
最
低
の
沖
縄
県
六
一
八
円
と
で
は
、
約
二
〇
%

近
い
大
き
な
開
き
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
地
域
間
の
地
域
係
数
の
差

は
、
四・八
%
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
平
均
賃
金
が
高
く
、
雇
用
機
会
の
多
い
大
都
市
圏
の
介
護

事
業
者
に
不
利
に
働
く
。
そ
こ
で
は
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
は
、「
最
後
に
選
ば
れ

る
職
業
」、
つ
ま
り
中
高
年
の
女
性
や
定
年
退
職
男
性
、
低
学
歴
者
の
よ
う
に
、

労
働
市
場
で
相
対
的
に
資
源
を
持
た
な
い
人
々
が
入
職
す
る
か
、
も
し
く
は

不
況
で
失
業
率
が
高
く
他
に
行
き
場
が
な
い
人
々
が
参
入
す
る
職
場
と
な
る

傾
向
が
あ
る
。
こ
の
人
々
は
、
景
気
が
回
復
し
て
他
の
も
っ
と
有
利
な
選
択
肢

が
登
場
す
れ
ば
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
か
ら
退
出
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
介
護
の
人
材

崩
壊
で
起
き
て
い
る
の
は
、
予
想
さ
れ
た
通
り
の
事
態
で
あ
る
。
結
果
と
し

伸
び
て
も
軽
減
さ
れ
な
い
。
と
な
れ
ば
、
労
働
者
へ
の
分
配
率
は
、
身
体
介

護
な
ら
四
〇
二
〇
円
の
約
二
分
の
一
で
あ
る
二
〇
〇
〇
円
程
度
の
時
給
を
支

払
え
る
が
、
生
活
援
助
の
二
〇
八
〇
円
の
約
二
分
の
一
で
は
一
〇
〇
〇
円
前

後
に
な
る
。
こ
れ
で
は
人
材
は
集
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
も
た
ら
し
た
原
因
の
第
二
は
、
利
用
料
金
格
差
の
不
合
理
で
あ
る
。

介
護
保
険
施
行
の
当
初
か
ら
身
体
介
護
と
生
活
援
助（
初
期
は
家
事
援
助
）利
用

料
金
の
二
本
立
て
の
不
合
理
は
、
現
場
の
事
業
者
お
よ
び
ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ

て
一
貫
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
利
用
者
家
庭
を「
職
場
」と
す
る
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
事
業
で
、
臨
機
応
変
の
対
応
が
必
要
と
さ
れ
る
ワ
ー
カ
ー
の
仕
事
を
、

ど
こ
ま
で
が
身
体
介
護
で
ど
こ
か
ら
が
生
活
援
助
か
の
境
界
を
引
く
こ
と
は

む
ず
か
し
い
。
実
際
に
ふ
た
を
開
け
て
み
れ
ば
、
介
護
保
険
の
利
用
は
当
初

は
低
価
格
帯
の「
家
事
援
助
」に
集
中
し
た
。
ま
た
介
護
保
険
改
訂
に
と
も
な

う
時
間
利
用
の
細
分
化
と
不
適
切
利
用
の
指
導
の
強
化
に
と
も
な
っ
て
、
現

場
で
の
ワ
ー
カ
ー
の
自
由
裁
量
の
余
地
は
い
ち
じ
る
し
く
少
な
く
な
り
、
利

用
者
に
と
っ
て
不
便
な
だ
け
で
な
く
、
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て「
働
き
に
く
く

な
っ
た
」と
い
う
声
は
多
い
。
二
〇
〇
三
年
の
第
一
次
改
訂
で
、
厚
労
省
が

加
え
た
変
更
は
、
身
体
介
護
と
家
事
援
助
の「
折
衷
型
」二
七
八
〇
円
を
廃

止
し
、
そ
の
代
わ
り
、「
家
事
援
助
」を「
生
活
援
助
」と
名
称
を
変
え
て
一
五 

三
〇
円
か
ら
二
〇
八
〇
円
へ
と
増
額
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
高
齢
社
会
を
よ

く
す
る
女
性
の
会
」が
そ
れ
以
前
か
ら
政
府
に
対
し
て
要
求
し
て
き
た
よ
う

に
、
一
本
化
し
て
中
間
の
価
格
、
か
つ
て
の「
折
衷
型
」の
料
金
、
約
三
〇 

〇
〇
円
前
後
に
設
定
さ
れ
れ
ば
事
態
は
少
し
は
改
善
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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福
祉
公
社
が
、
介
護
保
険
以
後
の
独
立
採
算
制
の
導
入
に
と
も
な
っ
て
危
機

に
陥
っ
た
こ
と
を
み
れ
ば
よ
い
。
た
か
の
す
福
祉
公
社
の
よ
う
な
事
例
を
例

外
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
介
護
事
業
体
は
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
を
低
賃
金
労
働
と

見
な
し
労
働
条
件
を
改
善
し
よ
う
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。

以
上
の
事
情
は
、
い
ず
れ
も
、
制
度
と
政
治
が
、
そ
し
て
つ
ま
る
と
こ
ろ

有
権
者
で
あ
る
国
民
が
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
社
会
的
評
価
を
そ
の
程
度
に
低
く

見
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
政
府
は
介
護
報
酬
を
低
く
抑
え
、
事
業

者
は
労
働
者
の
賃
金
を
上
げ
よ
う
と
せ
ず
、
利
用
者
は
で
き
る
だ
け
低
価
格

の
サ
ー
ビ
ス
を
使
い
た
い
と
選
好
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

自
分
は
受
け
た
い
が
、
自
分
か
ら
や
り
た
く
は
な
い
労
働
…
…
ケ
ア
ワ
ー

ク
の
実
態
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
は
、
こ
う
い
う
ホ
ン
ネ
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
の
調
査
か
ら
も
わ
か
る
こ
と
は
、
介
護
職
を
選
ん
だ
人
た
ち

は
、
仕
事
の
内
容
に
は
不
満
を
持
た
な
い
が
、
報
酬
に
対
し
て
は
強
い
不
満

て
、
相
対
的
に
人
件
費
が
安
く
か
つ
生
活
費
も
安
い
地
方
都
市
で
は
、
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
が
定
着
す
る
傾
向
が
あ
る
。
先
進
的
な
ケ
ア
実
践
で
知
ら
れ
る
福

祉
系
N　
P　
O
の
多
く
が
、
地
方
都
市
の
事
例
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
、
施
設
ワ
ー
カ
ー
の
ケ
ー
ス
も
み
て
お
こ
う
。
二
〇
〇
六
年

改
訂
で
、
施
設
入
居
者
の
介
護
報
酬
が
切
り
下
げ
ら
れ
た
。
初
期
に
施
設
利

用
が
集
中
し
、
か
つ
相
対
的
に
単
価
が
あ
が
っ
た
こ
と
で
、
多
く
の
介
護
老

人
施
設
が
利
益
を
上
げ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
事
業

の
多
く
が
社
会
福
祉
法
人
系
の
団
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
た
め
、
免
税
特
権

ま
で
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
羨
望
や
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。
介
護
保
険
料

原
資
の
適
正
配
分
か
ら
考
え
れ
ば
、
利
益
が
上
が
っ
て
い
る
部
門
を
薄
く
し
、

も
と
も
と
政
策
意
図
に
あ
っ
た
在
宅
支
援
の
強
化
を
誘
導
す
べ
く
、
報
酬
改

定
を
お
こ
な
う
の
は
当
然
と
も
い
え
る2

❖

。

介
護
施
設
の
利
益
が
あ
が
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
収
入
増
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
施
設
側
が
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
基
準
配
置
を
手
厚
く
す
る
方
向
へ
も
、

ワ
ー
カ
ー
の
労
働
分
配
率
を
高
く
す
る
方
向
へ
も
、
利
益
を
投
じ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
責
任
と
負
担

は
少
し
も
軽
く
な
ら
ず（
も
ち
ろ
ん
利
用
者
の
待
遇
は
少
し
も
改
善
さ
れ
ず
）、
低
賃
金

水
準
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
。
改
訂
に
と
も
な
う
報
酬
の
抑
制
は
た
だ
ち

に
経
営
を
圧
迫
し
、
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
を
上
げ
る
選
択
肢
は
ま
す
ま
す
遠
の

い
た
。
だ
が
、
か
り
に
経
営
が
安
定
し
て
い
た
時
期
に
賃
金
上
昇
を
実
現
し

て
い
た
と
す
れ
ば
、
報
酬
抑
制
の
効
果
は
た
だ
ち
に
経
営
難
と
し
て
あ
ら
わ

れ
た
だ
ろ
う
。
相
対
的
に
高
賃
金
で
正
規
雇
用
を
維
持
し
て
い
た
た
か
の
す

❖
2 

そ
の
誘
導
の
ひ
と
つ
が
、
施
設
利
用
者
に
対
す
る「
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
」の
発
生
だ
っ
た
。
他

方
で
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
に
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
ケ
ア
ハ
ウ
ス
事
業
が
増

大
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
の
発
生
に
は
合
理
性
が
あ
る
。
在
宅
で
設
備
の

と
と
の
っ
た
家
に
住
ん
で
い
る
高
齢
者
と
、
低
コ
ス
ト
の
住
宅
に
住
ん
で
い
る
高
齢
者
と
の
あ
い

だ
で
、
資
力
に
応
じ
て
住
環
境
に
差
が
あ
る
よ
う
に
、
施
設
も
部
屋
貸
し
の
賃
貸
と
考
え
れ
ば
、

設
備
投
資
の
大
き
さ
に
応
じ
て
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
が
発
生
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
は

施
設
の
多
床
室
が
あ
ま
り
に
劣
悪
な
住
環
境
で
あ
っ
た
た
め
に
そ
れ
が
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
だ

け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
は
、
わ
た
し
は

同
意
で
き
な
い
。
現
行
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル
程
度
の
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
高
齢
者
ケ
ア
に
と
っ
て

ミ
ニ
マ
ム
の
水
準
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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以
上
の
署
名
を
集
め
た
。
そ
の
成
果
は
、
二
〇
〇
八
年
五
月
、
国
会
で「
介

護
人
材
確
保
法
」と
い
う
異
例
の
決
議
を
も
た
ら
し
た
。
わ
ず
か
五
行
の
法

律
で
あ
り
、
も
と
よ
り「
努
力
義
務
」に
す
ぎ
な
い
国
会
決
議
に
法
的
拘
束
力

は
な
い
が
、
危
機
感
の
共
有
だ
け
は
達
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

月
額
三
万
円
の
算
定
根
拠
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
月
額
三
万
円
な
ら
年
額

三
六
万
円
。
フ
ル
タ
イ
ム
の
施
設
労
働
者
の
平
均
月
収
二
二
万
円
に
加
算
す

れ
ば
、
よ
う
や
く
年
収
三
〇
〇
万
円
に
届
く
額
で
あ
る
。
度
重
な
る
夜
勤
に

加
え
、
重
い
負
担
と
責
任
を
背
負
う
仕
事
に
対
し
て
、
こ
の
報
酬
が
適
切
か

ど
う
か
は
、
ま
た
べ
つ
の
問
題
で
あ
る
。
だ
が
、
現
状
で
は
、
月
額
二
〇
万

円
を
下
回
る
一
部
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
は
再
生
産
コ
ス
ト
を
割
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
は
若
者
と
既
婚
女
性
、
つ
ま
り「
家
族
」と
い
う

バ
ッ
フ
ァ（
緩
衝
材
）に
負
担
を
吸
収
で
き
る
特
殊
な
条
件
を
持
っ
た
労
働
者

を
前
提
に
、
こ
の
職
種
が
構
築
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
証
で
あ
る
こ
と
、
そ
の

点
で
は
、
若
者
も
既
婚
女
性
も
、
労
働
力
の
再
生
産
に
使
用
者
側
が
責
任

を
持
た
な
く
て
も
よ
い
使
い
捨
て
の
労
働
力
と
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
、

は
っ
き
り
と
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
点
で
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」の
問
題
化
の
歴
史
そ
の
も
の
が
、
示
唆

を
与
え
る
。
労
働
力
再
生
産
コ
ス
ト
以
下
で
働
く
若
者
や
女
性
は
昔
か
ら
い

た
が
、
今
日
の
よ
う
に「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」と
し
て
問
題
化
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」が
問
題
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

彼
ら
が
も
は
や
、
若
く
な
く
、
女
で
も
な
く
、
依
存
し
て
い
た
親
の
高
齢
化

に
と
も
な
っ
て
、
家
族
が
緩
衝
材
と
し
て
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
失
っ
た
か
ら

を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
、
い
く
ら
あ
れ
ば
十
分
な
の
か
?　
実
際
の
調
査
か
ら
わ
か
る
の

は
、
彼
ら
の
要
求
水
準
が
き
わ
め
て
つ
つ
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
九

州
の
地
方
都
市
在
住
の
、
持
ち
家
に
親
と
同
居
し
て
い
る
三
〇
代
シ
ン
グ
ル

女
性
の
希
望
額
は
年
収
二
〇
〇
万
円
。
北
陸
の
地
方
都
市
の
三
〇
代
大
卒
男

性
は
、
年
収
三
〇
〇
万
円
台
で「
不
満
は
な
い
」と
い
う
。
八
九
年
に
政
府

が「
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
一
〇
ヵ
年
計
画
」で
九
九
年
ま
で
に
ヘ
ル
パ
ー
一
〇
万

人
増
員
を
計
画
し
た
と
き
の
予
算
措
置
が
、
標
準
年
収
三
〇
〇
万
円
だ
っ

た
。
武
蔵
野
市
福
祉
公
社
が
ス
タ
ー
ト
時
、
標
準
年
収
三
〇
〇
万
円
で
募
集

を
か
け
た
と
こ
ろ
、
大
卒
男
子
が
応
募
し
た
と
い
う
実
績
も
あ
る
。
年
収

三
〇
〇
万
円
で
も
、
妻
も
介
護
職
で
ダ
ブ
ル
イ
ン
カ
ム
な
ら
年
収
六
〇
〇
万

円
、
こ
れ
な
ら
子
ど
も
を
上
級
学
校
へ
上
げ
ら
れ
な
い
額
で
は
な
い
。「
介

護
職
で
は
結
婚
も
子
育
て
も
で
き
な
い
」と
い
う
が
、
そ
れ
は
男
性
が
シ
ン

グ
ル
イ
ン
カ
ム
で
家
計
を
支
え
る
旧
来
型
の
家
族
給
を
前
提
に
し
て
い
る
か

ら
だ
。
こ
の
前
提
の
な
か
に
は
、「
男
性
稼
ぎ
主
」型
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が

埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
家
族
や
夫
婦
の
あ
り
方
を
変
え
れ
ば
、
ひ
と
り
あ
た

り
年
収
三
〇
〇
万
円
は
や
っ
て
い
け
な
い
額
で
は
な
い3

❖

。
問
題
は
、
介
護
職

の
賃
金
が
そ
の
水
準
に
す
ら
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
。

介
護
職
の
あ
ま
り
の
低
賃
金
に
対
し
て
、「
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性

の
会
」は
、
二
〇
〇
七
年「
介
護
人
材
確
保
の
た
め
の
緊
急
提
言
」を
お
こ
な

い
、「
介
護
従
事
者
の
賃
金
に
一
人
月
額
三
万
円
を
上
乗
せ
す
る「
三
万
円

法
」の
制
定
を
」と
い
う
一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
、
合
計
で
一
五
万
人
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で
も
、
誰
も
そ
れ
を
問
題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。

 

大
沢
真
理﹇2008b: 8

﹈は
、
財・
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
関
係
に
つ
い
て
、
図
33

の
よ
う
な
四
分
法
を
提
示
し
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
介
護
保
険
下
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
に

つ
い
て
、
こ
の
四
分
法
は
ど
ん
な
説
明
力
を
持
つ
だ
ろ
う
か
?　
介
護
保
険

の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
の
は
、
公
定
価
格
で
統
制
さ
れ
た
準
市
場
で
あ
り
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
は
正
確
に
い
え
ば
商
品
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
労
働
＝
商

品
化
／
サ
ー
ビ
ス
＝
非
商
品
化
の
組
み
合
わ
せ
、
す
な
わ
ち
②
が
該
当
す
る
。

だ
が
こ
れ
は
雇
用
労
働（
賃
労
働
）に
対
し
て
の
み
あ
て
は
ま
る
。
本
書
の
い

う
協
セ
ク
タ
ー
の
事
業
体
、 

大
沢
の
用
語
で
は「
非
営
利
協
同
組
織
」で
は
、

労
働
は
商
品
化
さ
れ
て
い
な
い
。 

大
沢
は「
生
産
関
係
の
こ
う
し
た
四
分
法

で
は
、
非
営
利
協
同
組
織
は
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
」と
問
い
を
立
て
、
そ

れ
に「
四
つ
の
生
産
関
係
す
べ
て
に
ま
た
が
る
」と
自
ら
解
を
与
え
る
。
ワ
ー

カ
ー
ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、
非
商
品
化
さ
れ
た

労
働
と
サ
ー
ビ
ス
の
商
品
化
・
非
商
品
化

3

で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
つ
同
世
代
の
仲
間
た
ち
と『
フ
リ
ー

タ
ー
ズ・
フ
リ
ー
』と
い
う
雑
誌
を
創
刊
し
た 

貴
戸
理
恵﹇2008

﹈は
、
以
上
に

加
え
て
、
高
学
歴
者
で
す
ら「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」に
な
る
時
代
が
来
た
か
ら

だ
、
と
分
析
す
る
。
裏
返
せ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
年
齢
、
学
歴
が
こ
れ
ま
で

は「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」の
問
題
を
隠
蔽
し
て
き
た
と
も
い
え
る
。
若
く
て
、

若
く
な
く
て
も
女
で
、
ま
た
男
で
も
低
学
歴
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
低
賃
金

図33　財・サービスを生産し所得をもたらす諸関係：日本の場合

［ 大沢2008b: 8］

　使用される労働
商品化（賃金労働） 非・商品化

生
産
さ
れ
た
資
源

商
品

営利企業、NPO
有給職員による事業

雇用処遇は「男性稼ぎ主」中心

自営業、生産協同組合員、
奴隷を使用した市場向け生産

性別格差

非
商
品

公共部門、NPO有給職員による
公共的サービス

土建政府、「男性稼ぎ主」型福祉政府

家事労働ほか

性別格差

❖
3 
実
際
、
母
子
家
庭
の
平
均
年
収
は
二
〇
〇
六
年
度
で
約
二
二
〇
万
円
、
こ
れ
で
シ
ン
グ
ル

マ
ザ
ー
は
苦
し
い
な
か
か
ら
子
ど
も
を
扶
養
家
族
と
し
て
育
て
て
い
る
の
だ
か
ら
、
単
身
者
で
年

収
三
〇
〇
万
円
は
不
十
分
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
持
ち
家
率
は
い
ち
じ
る
し

く
低
く
、
彼
女
た
ち
は
こ
の
年
収
か
ら
家
賃
負
担
ま
で
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
パ
ラ
サ
イ

ト
も
し
く
は
自
己
所
有
の
住
宅
イ
ン
フ
ラ
さ
え
あ
れ
ば
、
年
収
三
〇
〇
万
円
は
ゆ
と
り
の
家
計
で

あ
ろ
う
。
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割
安
感
か
ら
身
体
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
一
〇
割
負
担

と
な
れ
ば
一
部
の
高
額
所
得
者
を
除
い
て
利
用
が
伸
び
な
い
こ
と
は
、
経
験

的
に
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。
事
業
者
が
こ
の
料
金
設
定
を
変
え
な
い
の
は
、

利
用
者
の
あ
い
だ
に
定
着
し
た
高
め
相
場
感
を
維
持
し
た
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
非
営
利
の
市
民
事
業
体
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
戦
略
を
と
っ

て
い
る
。
保
険
外
利
用
に
つ
い
て
は
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
価
格
、
生
協
関

係
者
に
よ
っ
て
は「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
」と
呼
ば
れ
る
低
料
金
が
設
定
さ
れ

て
お
り
、
初
期
は
七
〇
〇
円
程
度
、
最
近
に
な
っ
て
八
〇
〇
〜
一
二
〇
〇
円

程
度
に
上
昇
し
て
き
た
。
こ
の
料
金
が
担
い
手
に
報
酬
と
し
て
わ
た
る
と
き

に
は（
賃
金
と
は
呼
ば
れ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
担
い
手
は
賃
労
働
者
で
は
な
い
か
ら
だ
）、
ま
こ
と

に
不
思
議
な
こ
と
に
地
域
最
低
賃
金
を
わ
ず
か
に
下
ま
わ
る
水
準
に
収
斂
す

る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
介
護
保
険
施
行
後
、
こ
の
報
酬
額
は
地
域
最
低
水

準
を
上
回
る
傾
向
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
介
護
保
険
の「
生
活
援
助
」を
提
供

す
る
ワ
ー
カ
ー
の
時
間
給
に
近
づ
く
傾
向
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、

「
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」と
は
そ
の
実「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」で
は
な
く「
低
賃
金

の
労
働
者
」の
婉
曲
語
法
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
商
品
化
さ
れ
た
労
働
へ
と

移
動
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
人
々
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
事
業
者
は

そ
れ
を
承
知
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
営
利
企
業
と
非
営
利
組
織
の
あ
い
だ
で
、

ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
に
は
収
斂
が
起
き
る
傾
向
が
あ
る
。

介
護
保
険
指
定
事
業
所
の
非
営
利
事
業
体
の
多
く
は
、
保
険
内
利
用
は
準

市
場
に
お
け
る
公
定
料
金
で
、
保
険
外
利
用
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
価
格
で
提
供

し
て
き
た
。
経
営
コ
ス
ト
か
ら
い
え
ば
、
採
算
割
れ
が
明
ら
か
な
こ
の
ソ
ン

労
働
に
よ
っ
て
非
商
品
化
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
家
事
労
働
と
同
じ
く
、
④
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
多
く
の
介
護
事
業
体
は
介
護
保
険
の
枠
外
事
業
を
も
提
供
し

て
い
る
。
介
護
保
険
は
要
介
護
度
認
定
別
に
利
用
料
制
限
が
あ
り
、
そ
れ
が

利
用
者
ニ
ー
ズ
に
合
わ
な
い
こ
と
は
、
当
初
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
介
護

保
険
下
の
準
市
場
は
、
周
辺
需
要
を
生
む
こ
と
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
商
品
市
場

を
も
活
性
化
し
た
。
そ
の
周
辺
需
要
の
規
模
は
、
介
護
保
険
財
政
規
模
の
約

四
倍
に
達
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る4

❖
。
こ
の
枠
外
利
用
に
つ
い
て
は
、
事
業
者

が
自
由
に
価
格
を
設
定
で
き
る
た
め
、
①
の
領
域
に
位
置
す
る
。
だ
が
保
険

外
利
用
に
つ
い
て
は
、
民
セ
ク
タ
ー
と
協
セ
ク
タ
ー
と
の
違
い
が
き
わ
だ
っ
た
。

保
険
外
利
用
に
つ
い
て
は
営
利
企
業
は
原
価
計
算
お
よ
び
市
場
の
価
格
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
し
た
が
う
は
ず
で
あ
る
。
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
需
要
と
供
給
の

バ
ラ
ン
ス
で
決
ま
る
が
、
そ
れ
だ
け
が
価
格
を
決
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

価
格
が
コ
ス
ト
割
れ
を
し
た
場
合
に
は
、
供
給
側
は
市
場
か
ら
退
出
す
る
か

ら
、
少
な
く
と
も
価
格
は
原
価
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
営
利
企
業
の
保
険
外
利
用
は
、
市
場
の
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
採
用
し

て
い
な
い
。
民
セ
ク
タ
ー
の
多
く
の
事
業
所
は
、
保
険
内
の
利
用
料
金
に

準
じ
て
利
用
者
一
〇
割
負
担
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
身
体
介
護
四
〇 

二
〇
円
の
料
金
設
定
は
ス
タ
ー
ト
当
初
か
ら
割
高
感
が
あ
っ
た
が
、
厚
労
省

が
事
業
者
の
参
入
を
促
す
た
め
に
高
め
に
設
定
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

も
し
統
制
な
き
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね
れ
ば
、
介
護
料
金
は
お
そ
ら
く
も

う
少
し
低
め
に
収
斂
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
利
用
者
一
割
負
担
だ
か
ら
こ
そ
の
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の
商
品
化
と
労
働
の
商
品
化
と
は
違
う
。
こ
の
区
別
を
導
入
す
る
の
は
、
ケ

ア
ワ
ー
カ
ー
の
低
賃
金
を
説
明
す
る
の
に
有
力
な
概
念
、「
不
完
全
に
商
品

化
さ
れ
た
労
働
力
」を
分
析
概
念
と
し
て
採
用
す
る
た
め
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
理
論
は
、
労
働
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
分
析
装
置
を
持
っ
て
お
り
、

そ
れ
は
今
で
も
使
用
に
耐
え
る
。
そ
れ
は
労
働
と
労
働
力
の
区
別
で
あ
る
。

労
働
力
と
は
労
働
を
生
産
す
る
主
体
で
あ
る
労
働
者
の
潜
勢
力
を
指
す
。

労
働
と
は
労
働
力
の
行
使
に
と
も
な
う
生
産
行
為
を
い
う
。
労
働
力
も
労
働

も
ど
ち
ら
も
商
品
化
さ
れ
る
が
、
労
働
力
を
商
品
化
す
る
こ
と
と
労
働
を
商

品
化
す
る
こ
と
と
は
違
う
。

岩
波
版『
経
済
学
事
典　
第
二
版
』に
よ
れ
ば
、
労
働
力
と
は「
人
間
の
生

き
た
身
体
の
う
ち
に
存
し
、
な
ん
ら
か
の
有
用
物
を
生
産
す
る
た
び
に
発
揮

さ
れ
る
肉
体
的
な
ら
び
に
精
神
的
諸
能
力
の
総
和
」で
あ
り
、
他
方
、
労
働

と
は「
労
働
力
の
発
揮（
使
用・消
費
）状
態6

❖

」﹇
大
阪
市
立
大
学
経
済
研
究
所1979: 1371

﹈

を
指
す
。

労
働
力
の
商
品
化
と
は
前
出
の『
事
典
』に
よ
れ
ば
、「
自
ら
所
有
す
る
労

働
力
を
自
由
に
処
分
し
う
る
と
同
時
に
、
生
産
手
段
か
ら〈
解
放
〉さ
れ
て
い

る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
販
売
し
な
い
か
ぎ
り〈
飢
え
る
自
由
〉を
持
つ
賃
労
働

な
事
業
を
、
あ
え
て
や
る
と
こ
ろ
に
N　
P　
O
の
N　
P　
O
た
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
、

と  

田
中
尚
輝﹇2003

﹈は
強
調
す
る
。
生
協
福
祉
事
業
の
主
導
的
な
推
進
者
で

あ
っ
た 

横
田
克
巳﹇2002

﹈も
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
価
格
は
市
場
価
格
の
五
〇
―

七
〇
%
程
度
で
よ
い
」と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
ま
っ
た
く
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
に
限
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
助
け
合
い
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
料
金
は
、
公
定
価
格
二
〇
八
〇
円
の
約
半
額
に
近
い
。
そ
し
て
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
担
い
手
の
言
い
分
を
信
じ
れ
ば
、
そ
れ
は「
自
分
な
ら

出
せ
る
料
金
」だ
と
い
う
。
原
価
割
れ
を
承
知
の
う
え
で
提
供
す
る
こ
の
種

の
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
が
、「
愛
の
労
働
」で
あ
る
家
事
労
働
と
同
じ
く
、
④
に

分
類
さ
れ
る
こ
と
に
も
け
だ
し
理
由
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
果
と
し
て
、
介
護
保
険
内
外
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
以
下
の
三
層
に
分
解
す

る
。
第
一
は
保
険
内
利
用
を
利
用
者
一
割
負
担
の
公
定
価
格
で
提
供
す
る
準

市
場
サ
ー
ビ
ス
、
第
二
は
、
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
者
全
額
負
担
の
も
と

に
公
定
価
格
に
準
じ
る
市
場
価
格
で
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
第
三
は
同
じ
く

保
険
外
サ
ー
ビ
ス
を
採
算
を
度
外
視
し
た
低
料
金
で
提
供
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
価
格
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
労
働
力
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

 

大
沢
の
四
分
法
は
一
定
の
説
明
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
決
定
的
な
限
界
が

あ
る
。
そ
れ
は
労
働
と
労
働
力
と
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る5

❖

。
す
べ

て
の
賃
労
働
が
、「
労
働
力
の
商
品
化
」を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
労
働
力

労
働
と
労
働
力

4

❖
4 
初
年
度
で
一
六
兆
円
市
場
と
言
わ
れ
た
。

❖
5 「
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
、
つ
ま
り
賃
労
働
」と 

大
沢
は
書
い
て
お
り﹇ 

大
沢2008: 7

﹈、
こ

れ
以
降
、「
労
働
力
」の
概
念
は
登
場
し
な
い
。

❖
6 

福
田
義
孝
に
よ
る「
労
働
力
」の
項
の
記
述
は
、
九
二
年
刊
の
第
三
版
に
至
っ
て
も
基
本
的

に
変
わ
っ
て
い
な
い
。
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設
定
さ
れ
る
。
再
生
産
費
用
を
割
れ
ば
、
他
の
商
品
同
様
、
労
働
力
も
市
場

か
ら
退
出
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
労
働
力
の
価
格
が
再
生
産
コ
ス
ト
を

下
ま
わ
る
の
は
、（
1
）労
働
力
が
十
分
に
商
品
化
さ
れ
て
い
な
い
場
合
か
、

（
2
）供
給
過
剰
の
場
合
、
そ
し
て（
3
）退
出
し
て
も
他
の
選
択
肢
が
な
い
場

合
で
あ
る
。（
1
）労
働
力
が
十
分
に
商
品
化
さ
れ
て
い
な
い
と
は
、
市
場
外

の
領
域
に
労
働
力
の
再
生
産
が
依
存
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
市
場
外

の
領
域
に
は
、
戦
前
な
ら
農
村
、
戦
後
に
は
家
族
が
機
能
し
て
い
た
。
最
近

に
な
っ
て「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」の
問
題
化
に
と
も
な
っ
て
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の

な
か
か
ら
、「
日
本
で
は
家
族
が
不
況
の
バ
ッ
フ
ァ（
緩
衝
材
）と
し
て
機
能
し

て
き
た
」こ
と
を
再
発
見
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
そ
の「
発
見
」は
、
近
代
家
族
が
そ
の
機
能
を
失
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
逆
説
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）の
供
給
過
剰
説
は
、
こ
れ
ま
で「
労
働
力
予
備
軍reserve arm

y of 
labor force

」説
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
労
働
力
予
備
軍
を

排
出
す
る
領
域
も
ま
た
、
農
村
と
家
族
で
あ
っ
た
か
ら
、（
1
）と（
2
）と
は

連
動
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て（
2
）に
新
た
に「
外
国
人
」と
い
う
変

数
が
付
け
加
わ
っ
た
こ
と
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
大
き
な
変
化
で
あ
る
。

（
3
）の
退
出
オ
プ
シ
ョ
ン
が
な
く
な
る
こ
と
は
、
バ
ッ
フ
ァ
で
あ
っ
た
は
ず

の
ふ
た
つ
の
市
場
外
領
域
、
す
な
わ
ち
農
村
と
家
族
の
解
体
を
意
味
す
る
。

分
析
に
入
る
前
に
、
労
働・労
働
力
と
商
品
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
四

象
限
図
式
を
提
示
し
て
お
こ
う【
図
34
】。

こ
の
図
式
に
し
た
が
え
ば
、
以
下
の
四
つ
の
労
働
と
労
働
力
の
組
み
合
わ

者
」と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
労
働
力
を
商
品
化
す
る
と
は
、
労
働
力
市
場
で

そ
れ
と
引
き
替
え
に
賃
金
を
得
る
ほ
か
、
生
活
の
手
段
を
持
た
な
い
状
態
に

あ
る
こ
と
を
指
す
。
資
本
主
義
と
は
労
働
力
の
商
品
化
が
大
規
模
に
成
立
し

た
歴
史
の
産
物
で
あ
る
。

他
方
、
労
働
を
商
品
化
し
て
も
労
働
力
を
商
品
化
し
な
い
人
々
が
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
の「
自
営
業
者self-em

ployed w
orker

」と
呼
ば
れ
る
人
々
で

あ
る
。
請
負
や
一
人
親
方
と
呼
ば
れ
る
働
き
方
が
そ
う
で
あ
る
。
偽
装
請
負

と
は
そ
れ
を
口
実
に
し
て
、
使
用
者
が
労
働
力
の
再
生
産
費
用
を
支
払
わ
ず

に
き
た
も
の
で
あ
る
。

労
働
力
商
品
の
価
値
と
は「
そ
の
生
産
に
必
要
な
社
会
的
平
均
労
働
力
量

に
よ
っ
て
」、
す
な
わ
ち「（
1
）明
日
も
ま
た〈
正
常
的
生
活
状
態
〉で
労
働
を

反
復
し
う
る
に
必
要
な
生
産
手
段
の
価
値
、（
2
）労
働
力
の
補
充・世
代
的

再
生
産
に
必
要
な
家
族
の
生
活
手
段
の
価
値
、（
3
）特
定
の
労
働
を
遂
行
す

る
に
必
要
な
熟
練
や
技
能
を
修
得
す
る
た
め
の〈
育
成
費
〉に
よ
っ
て
」規
定

さ
れ
る﹇
大
阪
市
立
大
学
経
済
研
究
所1979: 1371-1372

﹈。
こ
の
う
ち（
1
）が
労
働

者
個
人
の
労
働
力
の
再
生
産
費
用
、（
2
）が
労
働
者
の
世
代
的
再
生
産
費
用

（「
家
族
給
」と
呼
ば
れ
て
き
た
）、（
3
）が
労
働
者
の
人
的
資
本
の
形
成
費
用（
教
育
訓

練
費
）で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
の
う
ち
、（
1
）労
働
者
個
人
の
再
生
産
費
用
の

み
に
限
定
し
て
論
じ
る
。

こ
の
労
働
力
商
品
の
価
格
は
、
も
ち
ろ
ん
労
働
市
場
に
お
け
る
需
要
と
供

給
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
な
る
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
う
が
、
同
時
に
そ
の
原
価

で
あ
る
労
働
力
再
生
産
費
用（
つ
ま
り
生
計
維
持
訓
練
費
）を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
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商
品
化・非
商
品
化
、
労
働
の
商
品
化・非
商
品
化
と
い
う
分
類
軸
を
も
ち
こ

む
の
は
、
労
働
力
の
完
全
な
非
商
品
化
で
は
な
く
、「
不
完
全
に
商
品
化
さ

れ
た
労
働
力
」と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
分
析
に
も
ち
こ
む
た
め
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
介
護
労
働
力
市
場
に
は
、
こ
の
種
の
ア
ク
タ
ー
が
い
ち
じ
る
し
く
多

く
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ア
ワ
ー
ク
と
は
、
ケ
ア
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
生
産
労
働
で
あ
る
。
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
は
商
品
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
介
護
保

険
の
枠
内
サ
ー
ビ
ス
は
公
定
価
格
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

一
種
だ
か
ら
商
品
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
提
供
す
る
労
働
は
商
品
で
あ
る
。

べ
つ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
介
護
サ
ー
ビ
ス（
労
働
）は
準
市
場
の
も
と
に
置

か
れ
て
い
る
が
、
介
護
労
働
は
市
場
の
も
と
に
あ
る
。
こ
の
労
働
の
商
品

化・非
商
品
化
と
労
働
力
の
商
品
化・非
商
品
化
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
こ
の

図
式
の
主
要
な
目
的
で
あ
る
。

商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
は
労
働
力
市
場
を
自
由
に
移
動
す
る
。
身
分
制
や

奴
隷
的
拘
束
か
ら
自
由
な
労
働
力
の
成
立
が
、
資
本
制
の
も
と
の
労
働
力
市

場
の
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ネ
と
い
う
資
源
が
わ
ず
か
な
利
ざ
や
の
差
を

求
め
て
、
金
融
市
場
を
自
由
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
高
速
で
移
動
す
る
の
を
わ

た
し
た
ち
は
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
労
働
力
も
よ
り
労

働
条
件
の
よ
い
と
こ
ろ
へ
と
移
動
す
る（
は
ず
で
あ
る
）。
こ
の「
労
働
条
件
」の

な
か
に
は
、
賃
金
の
み
な
ら
ず
、
働
き
や
す
さ
や
生
き
が
い
な
ど
多
様
な
要

因
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
賃
金
イ
ン 

セ
ン
テ
ィ

ブ
が
も
っ
と
も
高
い
説
明
変
数
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
経
験
的

せ
が
成
立
す
る
。

第
I
象
限 　
　
労
働
力
商
品
化
＋
労
働
商
品
化

第
II
象
限 　
　
労
働
力
非
商
品
化
＋
労
働
商
品
化

第
III
象
限 　
　
労
働
力
非
商
品
化
＋
労
働
非
商
品
化

第
IV
象
限 　
　
労
働
力
商
品
化
＋
労
働
非
商
品
化

こ
れ
を
ケ
ア
に
つ
い
て
適
用
し
て
み
よ
う
。
ケ
ア
と
い
う
相
互
行
為
は
、

生
産
す
る
側
か
ら
み
れ
ば
労
働
、
消
費
す
る
側
か
ら
み
れ
ば
サ
ー
ビ
ス
と
な

る
。 

大
沢
図
式
で
は
労
働
の
商
品
化・非
商
品
化
、
サ
ー
ビ
ス
の
商
品
化・非

商
品
化
と
い
う
変
数
が
分
類
軸
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
労
働
力
の

常雇の雇用者

非正規労働者
フリーランス
自営業者
登録ワーカー

公務員
NPO労働者

ボランティア
家事労働

図34

商品化
＋

労働

労
働
力

－

－
商
品
化

＋
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と
を
指
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
に
は
、
N　
P　
O
や
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
、
非
常
勤
や
パ
ー
ト
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
、
有
償・無
償
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
含
ま
れ
る
。
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
低
賃
金
を
支
え
、
サ
ー
ビ

ス
商
品
の
採
算
割
れ
を
許
す
条
件
は
、
第
II
象
限
と
第
III
象
限
に
位
置
す
る

「
不
完
全
に
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
」に
あ
る
。

す
べ
て
の
人
々
の
賃
労
働
者
化
は
ま
す
ま
す
進
行
す
る
と
い
う
マ
ル
ク

ス
の
予
言
に
反
し
て
、
労
働
力
の
商
品
化
は
歴
史
的
に
は
進
行
し
な
か
っ

た
。
マ
ル
ク
ス
の
最
後
の
後
継
者
と
見
な
さ
れ
る
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
論
者

 

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
労
働
力
を
完
全
に
商
品
化
し
た

賃
労
働
者
の
数
は
、
世
界
史
的
に
み
て
頭
打
ち
に
な
り
、
か
つ
グ
ロ
ー
バ

ル
な
配
置
の
も
と
で
局
所
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
が
彼
の
い

う「
中
核
地
域
の
労
働
者
」で
あ
る
。
世
界
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
核
地
域
と

は
、
欧
米
や
日
本
の
よ
う
な
先
進
工
業
諸
国
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
も
と
で

の
常
雇
の
雇
用
者
と
は
、
再
生
産
コ
ス
ト
を
一
〇
〇
パ
ー 

セ
ン
ト
労
働
力
市

場
か
ら
調
達
で
き
る
、
つ
ま
り
シ
ン
グ
ル
イ
ン
カ
ム
で
自
分
自
身
お
よ
び
世

代
の
再
生
産
ま
で
が
可
能
な
大
黒
柱
労
働
者
、「
男
性
稼
ぎ
主m

ale bread 
w

inner

」型
の
雇
用
を
指
し
て
い
た
。
こ
の
正
規
雇
用
の
パ
イ
は
、
資
本
制

の
発
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
っ
こ
う
に
増
え
る
気
配
が
な
く
、
か
え
っ
て
有

利
な
既
得
権
と
し
て
希
少
財
化
さ
れ
、
分
配
を
統
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

代
わ
っ
て
増
え
た
の
が 

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
が「
半
周
辺
」お
よ
び「
周
辺
」

不
完
全
に
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力

5

に
も
妥
当
す
る
。
介
護
労
働
力
市
場
で
い
え
ば
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事

業
体
が
営
利
法
人
で
あ
れ
非
営
利
法
人
で
あ
れ
、
労
働
力
の
移
動
を
食
い
止

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
結
果
と
し
て
ワ
ー
カ
ー
の
賃
金
は
収
斂
す
る

傾
向
に
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
例
か
ら
い
え
ば
、
生
協
系
の
福
祉
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
民
間
営
利
企
業
の「
人
材
の
草
刈
り
場
に
な
る
」と
い

う
危
機
感
は
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
民
間
企
業
の
ほ
う
が
賃
金・保

険
保
障
と
も
に
手
厚
い
場
合
に
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
移
動
を
選
択
す
る

こ
と
が「
合
理
的
」で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ワ
ー
カ
ー
が
ワ
ー

カ
ー
ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
や
N　
P　
O
系
の
事
業
体
を
去
ら
な
い
場
合
に
は
、

賃
金
に
代
わ
る「
理
念
」や「
生
き
が
い
」の
よ
う
な「
非
経
済
動
機
」や「
非
貨

幣
的
報
酬
」を
説
明
変
数
に
持
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

介
護
事
業
体
に
は
、
し
ば
し
ば
労
働
力
が
商
品
で
あ
る
常
雇
の
雇
用
者
と

非
商
品
で
あ
る
非
正
規
や
登
録
ワ
ー
カ
ー
が
と
も
に
含
ま
れ
る
。
準
市
場
の

も
と
で
公
定
価
格
の
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
す
る
労
働
の
提
供
者
で
あ
る
こ
と
に

お
い
て
、
第
III
象
限
と
第
IV
象
限
に
分
類
さ
れ
る
労
働
力
に
は
違
い
が
な
い
。

だ
が
、
こ
の
ふ
た
つ
を
あ
え
て
区
別
す
る
の
は
、
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力

と
、
非
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
、
べ
つ
な
言
い
方
を
す
る
と
、「
不
完
全
に

商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
」と
を
区
別
す
る
た
め
だ
と
し
た
。
完
全
に
商
品
化

さ
れ
た
労
働
力
と
は
労
働
力
市
場
以
外
で
、
換
言
す
れ
ば
賃
労
働
以
外
の
手

段
で
、
自
ら
の
再
生
産
コ
ス
ト
を
調
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
労
働
力
を
言

う
。「
自
由
な
労
働
力
」と
は
、
労
働
力
市
場
以
外
の
す
べ
て
の
制
約
か
ら
自

由
な
、
つ
ま
り
労
働
力
市
場
に
完
全
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
労
働
力
の
こ
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た
。
こ
の
な
か
で
、
若
者8

❖

が「
家
族
」へ
の
依
存
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
を

も
っ
て
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」が
初
め
て
問
題
化
し
た
と
言
え
る
。
そ
れ
に

は
過
渡
的
雇
用
形
態
と
見
な
さ
れ
て
い
た
若
者
の
非
正
規
雇
用
が
予
想
外
に

長
期
化
し
た
こ
と
、
そ
れ
と
と
も
に
親
世
代
の
高
齢
化
が
す
す
み
、
家
族
が

依
存
を
受
け
い
れ
る
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
失
っ
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
あ
げ

ら
れ
よ
う
。「
家
族
」へ
の
依
存
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
の
は
、
離
別・
死
別
の

女
性
も
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
彼
女
た
ち
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
を

「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」と
呼
ん
で
き
た
用
例
は
な
い
。「
依
存
」が
ジ
ェ
ン
ダ
ー

規
範
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
依
存
を
失
っ
て
も
逸
脱
と
し
か
見
な
さ

れ
ず
、
問
題
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て

自
然
化
さ
れ
、
隠
蔽
さ
れ
る
。

と
呼
ぶ
地
域
の
労
働
力
で
あ
る
。「
半
周
辺
」と
は
中
核
地
域
の
周
辺
に
あ
っ

て
そ
れ
を
支
え
る
非
商
品
的
な
労
働
力
、「
周
辺
」と
は
、
さ
ら
に
そ
の
外
部

に
あ
っ
て
商
品
化
さ
れ
な
い
労
働
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
制
は
、
労

働
力
商
品
か
ら
利
益
を
得
る
の
み
な
ら
ず
、
商
品
化
さ
れ
な
い
労
働
力
か
ら

も
利
益
を
得
る
。
こ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
、

 

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
が
マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
加
え
た
修
正
で
あ
る
。 

ウ
ォ
ー

ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の『
資
本
主
義
世
界
経
済
』﹇ W

allerstein 1979=1987

﹈は
、
副
題

に「
階
級・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
不
平
等
、
国
際
政
治
」と
あ
る
。
階
級
に
加
え

て
、
国
籍
や
人
種
、
民
族
と
い
う
変
数
を
労
働
力
の
配
置
に
も
ち
こ
ん
だ
の

が
、
彼
の
世
界
シ
ス
テ
ム
論
だ
が
、
こ
れ
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
欠
け
て
い
た
。

こ
の「
半
周
辺
」に
、
地
域
的
な「
周
辺
」だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な「
周
辺
」、

す
な
わ
ち「
女
性
」と
い
う
変
数
を
持
ち
こ
ん
だ
の
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
版
世

界
シ
ス
テ
ム
論
者
マ
リ
ア・ミ
ー
ス﹇M

ies, Th om
sen, W

erlhof, 1988=1995; W
erlhof 

1991=2004

﹈だ
っ
た
。
半
周
辺
に
は
、
資
本
制
の
た
だ
な
か
に
あ
る
非
商
品
化

さ
れ
た
労
働
力
、
主
婦
が
含
ま
れ
、
こ
の
主
婦
の
不
払
い
労
働
に
よ
っ
て
中
核

地
域
の
男
性
労
働
者
は
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
が
彼
女
の
主
張
で
あ
っ
た
。

も
う
い
ち
ど
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
第
II
象
限
と
第
III
象
限

に
は
、
不
完
全
に
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
が
位
置
す
る
。
こ
の
労
働
力
が
完

全
に
商
品
化
さ
れ
ず
に
す
ん
で
い
る
の
は
、
市
場
の
外
部
に
そ
の
再
生
産
コ

ス
ト
を
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
な
か
に
は
、
農
民
、
主
婦
、
若
者
、
学
生
等
が
含
ま
れ
る7

❖

。
戦
前
に

は
農
村
が
、
戦
後
に
は
家
族
が
、「
半
周
辺
」労
働
力
の
供
給
源
と
な
っ
て
き

❖
7 

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
有
償・無
償
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
主
た
る
担
い
手
と

な
っ
て
き
た
。
初
期
の
助
け
合
い
事
業
の
担
い
手
は
主
婦
だ
っ
た
し
、
施
設
ワ
ー
カ
ー
の
多
く
は

未
婚
の
若
者
で
あ
る
。
ま
た
介
護
保
険
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、
農
協
の
婦
人
部
が
介
護
事
業
に
乗

り
出
し
て
い
る
。
学
生
は
以
前
か
ら
障
害
者
の
介
助
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
主
た
る
供
給
源
だ
っ
た
。

❖
8 「
若
者
」と
は
不
思
議
な
用
語
で
あ
る
。  

山
田
昌
弘
の『
パ
ラ
サ
イ
ト・シ
ン
グ
ル
の
時
代
』に

お
い
て
も
、 

山
田
の
共
同
研
究
者
で
あ
っ
た 

宮
本
み
ち
子
の『
ポ
ス
ト
青
年
期
の
親
子
関
係
』に
お

い
て
も
、
調
査
対
象
者
は
二
五
〜
三
四
歳
ま
で
、
と
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
厚
生
労
働
省
や
総

務
省
の「
フ
リ
ー
タ
ー
」調
査
に
お
い
て
も
、
対
象
年
齢
を
一
五
〜
三
四
歳
と
し
て
い
る
。
年
齢

に
上
限
を
設
定
す
る
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
三
五
歳
を
す
ぎ
れ
ば
、
彼
ら
は「
若
者
」「
フ

リ
ー
タ
ー
」カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
除
外
さ
れ
、
過
渡
的
生
活
形
態
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
一
種
、
し

か
も
階
層
的
な
上
昇
を
の
ぞ
め
な
い
不
利
な
経
済
階
層
の
集
団
と
な
る
。
ま
た
同
じ
年
齢
層
に
属

し
て
も
既
婚
女
性
は「
フ
リ
ー
タ
ー
」に
含
ま
れ
な
い
。「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」は
、
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー

化
、
脱
年
齢
化
を
果
た
し
て
は
じ
め
て
、
問
題
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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の
も
の
が
悪
い
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
で
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
労
働
の

価
格
格
差
と
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
問
題
な
の
だ9

❖

﹇
上
野・ 辻
元2009

﹈。

柔
軟
な
労
働
が
低
賃
金
の
労
働
で
あ
る
合
理
的
な
根
拠
は
少
し
も
な
い
。
雇

用
保
障
の
な
い
非
正
規
の
労
働
な
ら
雇
用
保
障
の
あ
る
正
規
労
働
よ
り
賃
金

を
高
く
す
る
必
要
す
ら
あ
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
初
期
の
派
遣
労
働
は
、
相
対

的
に
高
賃
金
の
専
門
職
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
た
び
か
さ
な
る
派
遣
労
働

法
の
改
訂
は
、
こ
の
制
限
を
緩
和
す
る
方
向
に
働
き
、
労
働
者
の
保
護
を
掘

り
崩
し
て
き
た
。
正
規
労
働
が
、
労
働
力
の
再
生
産
コ
ス
ト
に
見
合
う
価
格

で
売
買
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
非
正
規
の
労
働
に
つ
い
て
も「
同
一

労
働・同
一
賃
金
」を
要
求
す
る
こ
と
に
は
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
前
提
に
、
労
働
力
市
場
が
国
内
で
閉
じ
て
い
る
限
り
、
と

い
う
条
件
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
自
覚
し
て
き
た
。
労
働
力
の
価
格
を

守
れ
、
と
い
う
主
張
は
、
国
内
労
働
市
場
が
完
結
し
て
い
る
場
合
に
し
か
成

り
立
た
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
す
な
わ
ち
労
働
力
の
国
際
移
動
の
時

代
に
は
、
こ
の
価
格
は
底
割
れ
し
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ
ば
I　
L　
O
の
い
う
、

ケ
ア
ワ
ー
ク
を「
ま
っ
と
う
な
仕
事decent w

ork

」に
、
と
い
う
主
張
も
ふ
っ

と
ぶ
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
再
生
産
コ
ス
ト
の
水
準
が
ま
っ
た
く
異
な
る

人
々
が
、
異
な
る
社
会
か
ら
こ
の
労
働
力
市
場
に
参
入
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、「
情
報
、
カ
ネ
、
モ
ノ
、
ヒ
ト
の
国
際

移
動
の
増
加
と
そ
れ
に
と
も
な
う
国
内
外
の
秩
序
の
再
編
過
程
」と
簡
略
に

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ケ
ア
ワ
ー
ク

6

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
は
、
施
設
労
働
の
若
者
と
訪
問
介
護
の
中
高
年
主
婦
と
に

二
極
化
し
て
い
る
が
、
近
年
に
な
っ
て
こ
こ
に
退
職
男
性
が
参
入
し
て
き
た
。

年
金
イ
ン
フ
ラ
が
あ
っ
て
も
十
分
で
は
な
く
、
わ
ず
か
で
も
フ
ロ
ー
収
入
を

必
要
と
す
る
階
層
の
人
々
で
あ
る
。
中
核
地
域
の
た
だ
な
か
に
あ
る
こ
の
よ

う
な
半
周
辺
労
働
力
の
増
加
を
、「
労
働
の
主
婦
化
」と
呼
ん
だ
の
は
マ
リ

ア・ミ
ー
ス
と
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア・フ
ォ
ン・ヴ
ェ
ー
ル
ホ
フ﹇1986

﹈で
あ
る
。
主

婦
の
働
き
方
を
典
型
と
す
る
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た「
主
婦
化
」さ
れ
た
労

働
が
、
や
が
て
主
婦
以
外
の
人
々
に
も
波
及
す
る
こ
と
を
彼
女
ら
は
予
言
し
、

そ
の
通
り
に
な
っ
た
。

「
不
完
全
に
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
」に
対
し
て
、
労
働
力
市
場
に
お
け
る

彼
ら
の
購
買
者
は
、
再
生
産
コ
ス
ト
以
下
の
賃
金
水
準
で
彼
ら
の
労
働
を
調

達
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
結
果
と
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
一
種
の
労

働
ダ
ン
ピ
ン
グ
に
応
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
理
念
や
善
意
か
ら
で

あ
れ
、
労
働
の
価
格
破
壊
に
加
担
す
る
結
果
に
な
る
。
わ
た
し
は
ワ
ー
カ
ー

ズ・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
や
N　
P　
O
の
担
い
手
た
ち
に
対
し
て
、
自
ら
労
働
ダ
ン

ピ
ン
グ
を
し
な
い
よ
う
に
、
労
働
の
適
正
な
評
価
を
要
求
す
る
よ
う
に
、
と

主
張
し
て
き
た
。
そ
れ
は
労
働
力
の
完
全
な
商
品
化
を
求
め
る
こ
と
と
誤
っ

て
捉
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
労
働
者
に
は
、
自
分
の
労

働
だ
け
を
売
っ
て
、
労
働
力
を
商
品
化
し
な
い
自
由
が
あ
る
。

非
常
勤
雇
用
や
パ
ー
ト
労
働
な
ど
一
般
に
労
働
の
柔
軟
化
と
呼
ば
れ
る
現

象
は
、
労
働
の
商
品
化
に
は
あ
て
は
ま
る
が
、
労
働
力
の
商
品
化
に
は
あ
て

は
ま
ら
な
い
。
ポ
ス
ト
工
業
社
会
で
ト
レ
ン
ド
で
あ
っ
た
労
働
の
柔
軟
化
そ
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る
ま
で
は
、
日
本
企
業
は
世
界
的
な
産
業
構
造
の
転
換
を
、
社
内
リ
ス
ト
ラ

な
ど
の
手
段
で
の
り
き
る
こ
と
で
、
日
本
型
雇
用
を
守
っ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
と
労
働
者
、
と
り
わ
け
正
規
雇
用
の
既
得

権
を
持
っ
た
男
性
正
規
労
働
者
と
の
あ
い
だ
に
、
政
治
的
な
取
引
が
成
り

た
っ
た
。
日
本
の
労
働
者
団
体
が
急
速
に
保
守
化
し
た
の
は
こ
の
労
使
協
調

路
線
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
あ
い
だ
に
も
労
働
の
柔
軟
化
は
進
行
し
て
い
た

が
、
そ
れ
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、（
男
性
）労
働
者
団
体
は

一
顧
だ
に
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
九
一
年
バ
ブ
ル
の
崩
壊
以
後
、
使
用

者
側
は
こ
の
日
本
型
雇
用
を
守
る
こ
と
す
ら
む
ず
か
し
く
な
っ
た
。
労
働
の

規
制
緩
和
が
す
す
み
、
労
働
者
団
体
の
交
渉
力
は
い
ち
じ
る
し
く
低
下
し
た
。

製
造
業
と
比
べ
て
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
特
徴
は
、
資
本
の
移
転
が
不
可
能
な
だ

け
で
な
く
、
生
産
調
整
も
出
荷
調
整
も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
と
は
、

生
産
さ
れ
た
労
働
が
そ
の
場
で
消
費
さ
れ
る
と
い
う
特
性
を
持
っ
た
サ
ー
ビ

ス
で
あ
り
、
そ
の
生
産
の
た
め
に
は
、
労
働
者
を
消
費
者
の
い
る
場
に
運
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
資
本
の
移
転
と
は
逆
方
向
の
労
働
力
の

移
転
が
起
き
る
。
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
が
拡
大
し
た
欧
米
諸
国
で
は
、
の

き
な
み
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
国
際
移
動
が
起
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
移
民
を
受

け
入
れ
て
い
る
社
会
で
ケ
ア
ワ
ー
ク
に
就
い
て
い
る
の
は
外
国
人
労
働
力
が

圧
倒
的
な
の
で
あ
る
。
だ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
れ
は
国
内
慢
性
高
失

業
率
を
維
持
し
た
ま
ま
の
移
民
の
導
入
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
?　

定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
移
動
の
速
度
は
こ
の
順
番
で
速
く
、
ヒ
ト
の
移

動
は
い
ち
ば
ん
最
後
に
や
っ
て
く
る
。
九
〇
年
代
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
が
特
筆
す
べ
き
な
の
は
こ
の「
ヒ
ト
の
国
際
移
動
」が
大
規
模
な
ス

ケ
ー
ル
で
起
き
た
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が

最
終
段
階
に
入
っ
た
、
と
も
い
え
る
。
と
は
い
え
、
ヒ
ト
の
自
由
な
国
際
移

動
を
阻
む
国
籍
や
国
境
と
い
う
要
因
は
、
い
ま
だ
に
強
固
で
あ
り
、 

ウ
ォ
ー

ラ
ー
ス
テ
イ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
世
界
シ
ス
テ
ム
は
い
ま
で
も
人
種・国
籍・

文
化
な
ど
の
格
差
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
。

他
方
、
カ
ネ（
す
な
わ
ち
資
本
）の
ほ
う
は
と
っ
く
に
国
際
移
動
を
果
た
し
て

し
ま
っ
て
お
り
、
ヒ
ト（
労
働
力
）の
移
動
の
前
に
資
本
と
雇
用
の
国
際
移
転

が
起
き
て
い
る
。
為
替
格
差
の
せ
い
で
再
生
産
コ
ス
ト
す
な
わ
ち
賃
金
が
安

い
地
域
へ
と
資
本
移
転
が
生
じ
、
そ
の
結
果
、
相
対
的
に
人
件
費
の
高
い
先

進
工
業
地
域
で
は「
雇
用
の
空
洞
化
」と
言
わ
れ
る
現
象
が
起
き
て
い
る
。
こ

う
い
う
先
進
地
域
で
は
、
か
り
に
好
景
気
が
訪
れ
て
も「
雇
用
回
復
な
き
景

気
回
復
」と
な
る
傾
向
が
あ
る
。
す
で
に
資
本
と
生
産
拠
点
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
を
果
た
し
て
い
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
企
業
は
好
況
の
果
実
を
味
わ

う
が
、
国
内
労
働
者
に
は
そ
の
果
実
の
分
け
前
は
回
っ
て
こ
な
い
。

先
進
諸
国
が
慢
性
的
な
高
失
業
率
を
経
験
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
。
高
失
業
率
は
な
か
で
も
若
年
層
を
直
撃
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば「
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
」が
問
題
化
さ
れ
は
じ
め
た
日
本
社
会
は
、
九
〇
年
代
以
降
、

二
〇
年
遅
れ
で
よ
う
や
く
欧
米
な
み
の
若
年
慢
性
高
失
業
率
社
会
へ
と
追
い

つ
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
九
一
年
に
バ
ブ
ル
景
気
が
崩
壊
す

❖
9 

柔
軟
化
そ
れ
自
体
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
上
野・ 辻
元﹇2009

﹈で
は
、「
よ
い
柔
軟
化
」と

「
悪
い
柔
軟
化
」に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
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手
が
い
な
い
、
と
い
う
意
味
で
の
社
会
的
な
不
足
で
あ
る
点
で
、
看
護
師
不

足
と
事
情
が
共
通
し
て
い
る
。
賃
金
水
準
を
上
げ
た
り
、
長
時
間
勤
務
や
夜

勤
の
負
担
な
ど
の
労
働
条
件
を
緩
和
す
れ
ば
、
こ
の「
作
ら
れ
た
不
足
」が
解

消
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
予
測
で
き
る
。
同
じ
よ
う
に
激
務
で
知
ら
れ
る
医
師

と
い
う
職
業
の
ほ
う
は
、
高
収
入
と
高
い
社
会
的
評
価
を
と
も
な
う
た
め
に
、

志
望
者
は
少
し
も
減
少
し
て
い
な
い
。
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
外
国
人
を
導
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
労
働
条
件
を
抑
制
し
た
ま
ま
の

「
労
働
力
不
足
」を
解
決
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
な
ら
就
き

た
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
労
働
条
件
に
、
発
展
途
上
国
の
外
国
人
ワ
ー
カ
ー
な

ら
同
意
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
外
国
人
ワ
ー
カ
ー
の
導
入
が
一
般
的
に
な
れ
ば
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー

の
労
働
条
件
の
改
善
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
、
ど
こ
か
へ
ふ
き
と
ん
で
し
ま
う

こ
と
だ
ろ
う
。

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の
国
際
移
動
は
、
日
本
の
介
護
市
場
に
何
を
も
た
ら
す
だ

ろ
う
か
?　
こ
れ
も
予
想
に
す
ぎ
な
い
が
、
検
討
し
て
み
た
い
。

図
34
に
戻
れ
ば
、
外
国
人
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
は
、
こ
の
う
ち
、
第
II
象
限
と

第
III
象
限
と
に
参
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
外
国
人
ワ
ー

カ
ー
は
、
日
本
の
労
働
力
市
場
で
は「
不
完
全
に
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
」だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
も
あ
る
。

第
一
に
、
社
会
的
に
標
準
と
さ
れ
た
再
生
産
コ
ス
ト
に
対
す
る
合
意
が
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ン
パ
ク
ト

7

と
い
う
の
も
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
は
、「
ま
と
も
な
ド
イ
ツ
人（
フ
ラ
ン
ス
人
、
ア

メ
リ
カ
人
等
々
）」な
ら
就
き
た
が
ら
な
い
種
類
の
低
賃
金
の
労
働
だ
か
ら
で
あ

る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
は
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
価
格
を
守
れ

と
い
っ
た
主
張
は
、
国
内
労
働
市
場
が
閉
鎖
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
い
さ

さ
か
牧
歌
的
と
も
い
え
る
条
件
の
下
で
の
み
成
り
立
つ
。

日
本
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
?　
日
本
政
府
は
長
き
に
わ
た
っ
て
労

働
力
の
国
際
移
動
を
き
び
し
く
制
限
し
て
き
た
。
二
〇
〇
八
年
、
経
団
連
が

史
上
初
め
て「
移
民
一
〇
〇
〇
万
人
時
代
」と
言
い
だ
し
た
。
極
端
な
少
子
化

に
よ
る
人
口
減
少
を
食
い
止
め
る
に
は
、
こ
れ
く
ら
い
の
規
模
の
人
口
の
社

会
増
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
財
界
の
危
機
感
の
あ
ら
わ
れ

だ
っ
た
。
日
本
政
府
の
公
式
用
語
に
は
こ
れ
ま
で「
外
国
人
労
働
者
」と
い
う

言
葉
は
あ
っ
て
も
、「
移
民
」と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
の
に
、
財
界
が「
労

働
開
国
」へ
向
け
て
一
歩
踏
み
出
し
た
か
と
思
わ
れ
た
。
そ
の
な
か
に「
介
護

の
労
働
開
国
」が
あ
る
。

中
長
期
に
わ
た
る
介
護
労
働
力
不
足
の
予
測
、
お
よ
び
介
護
の
人
材
崩
壊

な
ど
の
事
情
を
受
け
て
、
日
本
政
府
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー

を
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら「
輸
入
」す
る
政
府
間
協
定
E　
P　
A
に
踏
み
切
っ
た
。

だ
が
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
は
ほ
ん
と
う
に
不
足
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
?　
介

護
福
祉
士
資
格
保
有
者
四
七
万
人
に
対
し
て
、
実
際
に
就
労
し
て
い
る
の
は

二
七
万
人
、
活
性
化
率
は
約
六
〇
%
、
資
格
が
あ
る
の
に
職
に
就
い
て
い
な

い
休
眠
人
材
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の「
不
足
」は
、
絶
対
数
の

不
足
で
は
な
く
、「
作
ら
れ
た
不
足
」、
す
な
わ
ち
こ
の
労
働
条
件
で
は
な
り
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第
四
に
、
外
国
人
居
住
資
格
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
ら
が
法
的
弱
者
の
立
場
に

お
か
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
ビ
ザ
を
と
り
あ
げ
て
管
理
す
る
よ
う
な
使
用
者

が
い
る
だ
け
で
な
く
、
使
用
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
労
働
ビ
ザ
を
失
う
こ
と

を
お
そ
れ
る
ワ
ー
カ
ー
も
い
る
。
離
職
し
た
り
、
滞
在
期
限
を
過
ぎ
た
り
し

て
不
法
滞
在
者
と
な
れ
ば
、
国
内
労
働
力
市
場
の
正
規
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し

て
の
資
格
を
失
い
、
健
康
保
険
を
含
む
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
保
障
を
も
失
う
。

こ
れ
ら
不
法
滞
在
者
た
ち
は
、
労
働
力
市
場
の
影
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
、

使
用
者
に
と
っ
て
い
く
ら
で
も
搾
取
可
能
な
労
働
力
と
な
る
こ
と
は
、
す
で

に
建
設
業
や
風
俗
業
の
現
場
で
実
証
さ
れ
て
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
外
国
人
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
二
層
に
分

解
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
介
護
保
険
内
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
日
本
人
と
同
じ
有
資
格
労
働
者
。
も
う
ひ
と
つ
は
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
を
低

料
金
で
提
供
す
る
無
資
格
ま
た
は
準
資
格
労
働
者
で
あ
る
。
保
険
外
サ
ー
ビ

ス
で
あ
れ
ば
、
資
格
も
国
籍
も
問
わ
な
い
。
前
者
は
第
III
象
限
に
、
後
者
は

第
II
象
限
に
位
置
す
る
。
ち
ょ
う
ど
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
が
担
っ
て

き
た
分
野
と
競
合
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
外
国
人
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
た
ち
は

労
働
力
市
場
に
参
入
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
営
利
企
業
も
ま
た
彼
ら
を
雇
用
し
て
、
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
利
用
を

高
額
料
金
帯
と
低
額
料
金
帯
と
に
二
極
化
し
て
提
供
す
る
だ
ろ
う
。「
日
本

語
を
話
せ
る
有
資
格
ワ
ー
カ
ー
の
お
世
話
を
保
険
外
で
お
受
け
に
な
り
た
い

あ
な
た
に
は
こ
ち
ら
の
高
額
メ
ニ
ュ
ー
を
、
と
く
に
ワ
ー
カ
ー
に
指
定
の
な

い
低
額
メ
ニ
ュ
ー
な
ら
無
資
格
外
国
人
ワ
ー
カ
ー
を
派
遣
し
ま
す
」、
と
い
う

こ
こ
で
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
何
が「
最
底
辺
の
生
活
」か
に
つ
い

て
の
合
意
が
底
割
れ
す
れ
ば
、
彼
ら
は
一
般
の
日
本
人
ワ
ー
カ
ー
よ
り
も
低

い
再
生
産
コ
ス
ト
に
満
足
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
四
人
の
雑
居
生
活
や
、
独
房
の
よ
う
な
三
畳

の
独
身
寮
で
の
生
活
に
耐
え
た
う
え
で
、
な
お
故
国
に
送
金
す
る
よ
う
な
労

働
者
、
そ
の
う
え
労
働
ビ
ザ
を
失
う
こ
と
を
お
そ
れ
て
使
用
者
と
の
ト
ラ
ブ

ル
を
避
け
る
従
順
で
離
職
率
の
低
い
労
働
者
が
増
加
す
れ
ば
、
彼
ら
と
職
場

を
同
じ
く
す
る
日
本
人
ワ
ー
カ
ー
た
ち
が
労
働
条
件
の
向
上
を
求
め
る
こ
と

は
む
ず
か
し
く
な
る
。

第
二
に
、
彼
ら
の
多
く
は
女
性（
な
か
に
は
既
婚
女
性
も
い
る
）だ
が
、
故
国
に

家
族
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
家
族
は
現
物
経
済
を
含
む
現
地
の
経
済
の
な
か

で
生
き
て
お
り
、
子
ど
も
が
い
る
場
合
で
も
、
親
族
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
使
用
者
は
、
そ
の
世
代
間
再
生
産
コ
ス
ト
を
支
払
わ
な

く
て
も
す
む
。

第
三
に
、
人
口
増
加
と
人
材
輸
出
圧
力
を
か
か
え
た
ア
ジ
ア
の
諸
国
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
限
ら
ず
多
い
か
ら
、
日
本
と
の
為
替
格
差

が
大
き
い
限
り
、
労
働
力
の
供
給
は「
無
尽
蔵
」と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
法

律
や
政
策
で
統
制
し
な
い
限
り
、
ヒ
ト
の
国
際
移
動
の
圧
力
を
食
い
止
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
国
内
労
働
力
市
場
が
閉
鎖
性
と
完
結
性
を
失

う
こ
と
で
、
労
働
力
需
給
に
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
か
な
く
な
る
可
能
性
が

あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
使
用
者
は
い
く
ら
で
も
労
働
力
を
買
い
た
た
け
る
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。
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領
域
」と
い
う
概
念
を
設
定
し
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
女
性
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
の

国
際
移
動
に
つ
い
て
の
経
験
的
研
究
を
組
織
し
て
き
た
。「
再
生
産
領
域
」と

は
、「
生
産
領
域
」と
区
別
し
て
設
定
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
再
生

産
関
係
は
、「
再
生
産
様
式
」と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
。 

足
立
が
指
摘
す
る
よ

う
に
ク
ロ
ー
ド・メ
イ
ヤ
ス
ー
が
提
唱
し
た「
再
生
産
様
式
」は
、
上
野﹇1990; 

2009d

﹈に
よ
っ
て
さ
ら
に
生
命
の
再
生
産
過
程
を
す
べ
て
含
む
広
義
の「
再

生
産
様
式
」と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
。
本
書
で
論
じ
て
き
た
の
は
、
こ
の「
再

生
産
過
程
」に
、
狭
義
の
生
命
の
再
生
産
、
す
な
わ
ち
出
産・育
児
の
み
な
ら

ず
、
生
命
を
支
え
、
看
と
る
行
為
、
介
護
や
介
助
ま
で
を
含
む
広
義
の
含
意

を
与
え
る
こ
と
の
正
当
性
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
生
産
も
再
生
産
も
社
会

的
な
概
念
で
あ
り
、
再
生
産
過
程
に
何
を
含
め
る
か
は
、
歴
史
的
に
決
定
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ア
ワ
ー
ク
の
国
際
移
動
が
も
た
ら
す「
ケ
ア・
チ
ェ
ー
ンcare chain

」

が
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
問
題
に
し
て
き
た
の
は
、
狭
義
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
、
す

な
わ
ち
育
児
労
働
で
あ
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
香
港
の
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
の
育
児
負
担
は
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
家
事
労
働
者
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
お
り
、「
仕
事
か
家
庭
か
」と
い

う
日
本
の
働
く
女
性
の
悩
み
は
日
本
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
労
働

力
の
国
際
間
価
格
格
差
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
機
会
費
用
の
高
い
女
性
の
家

事
労
働
は
、
機
会
費
用
の
安
い
女
性
の
労
働
に
よ
っ
て
か
ん
た
ん
に
代
替
さ

れ
る
。
入
管
法
の
き
び
し
い
規
制
の
も
と
で
家
事
労
働
者
の
よ
う
な
非
熟
練

労
働
者
の
導
入
が
統
制
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
代
替

わ
け
だ
。

低
料
金
サ
ー
ビ
ス
が
外
国
人
ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
協
セ
ク
タ
ー
の
市
民
事
業
体
の
低
料
金
を
裏
で
支
え
て
き
た「
プ
ラ
イ

ド
」要
因
は
崩
壊
す
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
つ
い
て
、

生
協
系
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
利
用
者
の
選
択
基
準
が「
料
金
の
安
さ
」で
あ

る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
。
ミ
も
フ
タ
も
な
い
価
格
訴
求
を
糊
塗
し
て
き
た

の
が「
生
協
ら
し
さ
」と
い
う
理
念
だ
が
、
サ
ー
ビ
ス
競
争
が
価
格
競
争
に
還

元
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、「
サ
ー
ビ
ス
の
質
」を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
ふ
き
と
ん
で

し
ま
う
。

ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
、「
サ
ー
ビ
ス
の
質
」を
め
ぐ
る
議
論
は
、
参
入

す
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
が「
同
じ
条
件
でequal footing
」競
争
し
た
と
き
に
の

み
、
成
り
立
つ
議
論
だ
っ
た
。
介
護
保
険
準
市
場
下
で
、
同
一
の
公
定
価
格

の
条
件
の
も
と
で
な
ら
、
は
じ
め
て「
質
の
違
い
」が
、
そ
し
て
そ
の「
質
の
違

い
」が
わ
か
る「
賢
い
消
費
者
」で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
き
わ
だ
つ
。
だ
が
、
保

険
外
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
商
品
市
場
の
自
由
競
争
が
始
ま
れ
ば
、

価
格
以
外
の
判
定
基
準
が
作
用
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

と
い
う
の
は
、
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
化
の
歴
史
が
教
え
る
通
り
、
ケ
ア
と

い
う
サ
ー
ビ
ス
商
品
に
限
っ
て
は「
市
場
淘
汰
」が
働
か
な
い
、
つ
ま
り
悪
貨
が

良
貨
を
駆
逐
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
見
て
き
た
か
ら
だ
。

  

伊
藤
る
り
と 

足
立
真
理
子﹇2008

﹈は
そ
の
共
同
研
究
に
お
い
て
、「
再
生
産

再
生
産
領
域
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

ケ
ア
労
働
の
国
際
移
転

8
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よ
る
生
産
労
働
の
み
な
ら
ず
、
再
生
産
労
働
も
ま
た
不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー

と
し
て
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

同
じ
こ
と
は
介
護
の
ケ
ア・
チ
ェ
ー
ン
に
つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
先

進
諸
国
の
高
齢
者
を
発
展
途
上
国
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
が
世
話
し
、
そ
の
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
の
老
親
の
世
話
は
、
さ
ら
に
コ
ス
ト
の
安
い
別
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー

が
世
話
し
、
そ
の
ケ
ア・
チ
ェ
ー
ン
の
末
端
で
は
、
誰
か
ら
も
ケ
ア
を
受
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
高
齢
者
が
遺
棄
さ
れ
る
…
…
。
こ
の
想
定
は
た
ん
な
る

悪
夢
で
は
な
い
。
再
生
産
コ
ス
ト
の
国
際
格
差
と
同
じ
く
、
要
介
護
水
準
の

国
際
格
差
を
前
提
と
し
て
、
先
進
諸
国
の
高
齢
者
は
発
展
途
上
国
の
低
賃
金

労
働
者
の
お
か
げ
で
、
手
厚
い
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
施
設
の
利
用
者
と
介
護
者
と
の
あ
い
だ
に
、

み
ご
と
な
人
種
間
ハ
イ
ラ
ー
キ
ー
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
そ
の

こ
と
は
如
実
に
実
感
で
き
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
さ
ら
に
お
そ
る
べ
き
予
想

を
わ
た
し
に
抱
か
せ
る
。
育
児
に
つ
い
て
は
子
ど
も
を
親
の
も
と
か
ら
移
転

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
親
が
多
い
と
は
思
え
な
い
が
、
介
護
に
つ
い
て
は
高

齢
者
を
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
国
内
で
も
、
初
期
投
資
と
人

件
費
コ
ス
ト
の
安
い
地
方
に
、
都
市
部
の
自
治
体
の
高
齢
者
施
設
が
移
転
し

て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
三
月
に
群
馬
県 

渋
川
市
で
起
き
た
高
齢
者
焼
死
事
件

は
、
東
京
都
民
の
高
齢
者
が
都
の
生
活
保
護
の
受
給
者
と
し
て
、
都
外
の
無

選
択
肢
が
登
場
し
、
こ
れ
を
採
用
し
な
い
キ
ャ
リ
ア
女
性
は
例
外
的
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

ケ
ア・
チ
ェ
ー
ン
こ
と
ケ
ア
の
連
鎖
と
は
、
次
の
よ
う
な
現
象
を
指
す
。

労
働
力
の
国
際
移
動
の
経
験
研
究
に
よ
れ
ば
、
外
国
に
出
稼
ぎ
に
行
く
女
性

労
働
者
に
は
、
経
済
圧
力
と
い
う
プ
ッ
シ
ュ
要
因
の
ほ
か
、
よ
り
よ
い
雇
用

機
会
へ
の
要
求
や
家
計
へ
の
貢
献
、
外
国
へ
の
好
奇
心
な
ど
の
主
体
的
な
イ

ン 

セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
。
彼
女
た
ち
に
は
言
語
資
源
の
み
な
ら
ず
、
海
外
渡

航
機
会
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
よ
う
な
有
利
な
条
件
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
送
り
出
し
国
側
の
女
性
労
働
者
に
は
、
都
市
部
の
中
程
度
以
上
の
学

歴
保
有
者
が
多
い
。
予
想
に
反
し
て
、
貧
困
だ
け
が
彼
女
た
ち
を
押
し
出
す

理
由
で
は
な
く
、
国
際
移
動
に
は
彼
女
た
ち
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
関
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
る10

❖

﹇ Parreñas 2001=2001

﹈。
な
か
に
は
夫
に
よ
る
家
庭
内
暴
力

か
ら
逃
れ
る
た
め
と
い
う
理
由
も
あ
る
。
こ
う
し
て
家
父
長
的
な
規
範
か
ら

離
脱
し
た
彼
女
た
ち
は
、
国
外
か
ら
の
送
金
に
よ
っ
て
自
分
の
家
族
を
養
う

こ
と
を
通
じ
て
、
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
高
め
る
。
彼
女

た
ち
の
多
く
に
は
、
親
や
子
ど
も
が
お
り
、
外
国
で
他
人
の
子
ど
も
を
ケ
ア

し
て
い
る
あ
い
だ
、
彼
女
自
身
の
子
ど
も
は
彼
女
の
親
か
、
も
し
く
は
さ
ら

に
機
会
費
用
の
小
さ
い
田
舎
か
ら
の
出
稼
ぎ
の
家
事
労
働
者
が
ケ
ア
し
て
い

る
。
そ
の
家
事
使
用
人
の
家
庭
に
は
お
そ
ら
く
そ
の
子
ど
も
が
お
り
、
そ
の

子
ど
も
は
ま
た
そ
の
親
か
他
人
が
ケ
ア
し
て
い
る
…
…
。
し
た
が
っ
て
ケ

ア・
チ
ェ
ー
ン
の
末
端
に
は
、
再
生
産
機
能
を
失
っ
た
家
族
の
解
体
が
見
ら

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
世
界
シ
ス
テ
ム
の「
中
核
」地
域
で
は
、
移
民
労
働
力
に

❖
10 

レ
イ
チ
ェ
ル・ 
パ
レ
ー
ニ
ャ
ス
は「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
使
用
人
」﹇ Parreñas 2001= 

2001

﹈で
、
国
際
移
動
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
た
ち
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
活
写
し
て
い
る
。
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て
い
れ
ば
介
護
保
険
の
国
外
利
用
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
、
制
度
の
改
革
が

起
き
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
ま
し
て
や
保
険
外
事
業
な
ら
、
な
お
の
こ
と
自

由
な
市
場
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
な
れ
ば
日
本
で
日
本
人
有
資
格
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
介
護
を
受
け

る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
特
権
に
な
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ケ
ア
す
る
側
に
も
ケ
ア
さ
れ
る
側
に
も
、
従
来
の
議
論

の
基
盤
を
掘
り
崩
す
効
果
を
持
つ
の
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
の
著
作『
家
父
長
制
と
資
本
制
』﹇
上
野1990

﹈の
末
尾
で
、
わ

た
し
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
三
た
び
、
引
用
し
よ
う
。

最
後
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
変
数
を
問
わ
ず
、
労
働
の
編
成
に
内
在

す
る
格
差
の
問
題
が
残
る
―
そ
れ
は
、
な
ぜ
人
間
の
生
命
を
産
み
育

て
、
そ
の
死
を
み
と
る
と
い
う
労
働（
再
生
産
労
働
）が
、
そ
の
他
の
す
べ

て
の
労
働
の
下
位
に
お
か
れ
る
の
か
、
と
い
う
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
い
が
解
か
れ
る
ま
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
課
題
は
永
遠
に
残

る
だ
ろ
う
。 

﹇
上
野1990: 308-9;

上
野2009d: 389

﹈

今
か
ら
二
〇
年
前
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
の
問
い
は
、
今
日
に
至
る
ま
で

解
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
二
〇
年
の
あ
い
だ
に
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
新
た
な
環
境
の
変
化
を
経
験
し
て
、
本
章
で
述
べ
た

ふ
た
た
び「
ケ
ア
の
値
段
」を
め
ぐ
っ
て

9

届
け
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
で
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
白
日
の
下
に
曝
し
た
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
都
内
の
施
設
は
不
足
し
て
い
る
の
に
対
し
、
都
外
で
は

コ
ス
ト
の
安
い
施
設
を
確
保
で
き
る
か
ら
だ
っ
た
。
ま
た
地
方
に
は
、
大
都

市
圏
の
自
治
体
の
福
祉
施
設
を
誘
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
介
護
保
険

で
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
所
と
給
付
を
受
け
る
自
治
体
が
一
致
し
な
い

こ
と
は
、
す
で
に
慣
行
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
要

介
護
高
齢
者
の
国
内
移
動
ば
か
り
で
な
く
、
国
際
移
動
が
起
き
な
い
と
も
限

ら
な
い
。
労
働
力
再
生
産
コ
ス
ト
の
高
い
日
本
へ
外
国
人
労
働
者
を
移
転
す

る
よ
り
、
初
期
投
資
も
人
件
費
も
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
も
安
く
、
か
つ
移
民

統
合
の
た
め
の
国
内
ソ
ー
シ
ャ
ル・コ
ス
ト
も
か
か
ら
な
い
外
国
へ
、
要
介

護
高
齢
者
を
移
転
す
る
こ
と
に
、
さ
ほ
ど
の
抵
抗
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。
す
で
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
先
駆
的
な
事
業
展
開
の
例
が
見
ら
れ
る﹇ 

稲
葉

2008

﹈。
日
本
で
は
低
年
金
の
重
度
の
要
介
護
者
で
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は

月
額
約
三
万
円
程
度
で
二
四
時
間
介
護
の
ヘ
ル
パ
ー
を
雇
う
こ
と
が
可
能
な

の
だ
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
得
て
い
る
介
護
水
準
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
彼

ら
に
帰
国
の
選
択
肢
は
な
い
。
事
業
者
の
な
か
に
は
、
日
本
人
向
け
の
介
護

施
設
を
、
日
本
に
送
り
出
す
介
護
士
候
補
者
の
研
修
施
設
と
し
て
活
用
し
た

い
と
考
え
て
い
る
者
も
い
る
。
E　
P　
A
協
定
で
来
日
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
で
、
日
本
で
介
護
福
祉
士
資
格
の
取
得
に
失

敗
し
て
四
年
の
滞
在
限
度
期
間
の
あ
と
に
帰
国
す
る
者
や
、
有
資
格
者
で
経

験
を
積
ん
だ
あ
と
帰
国
す
る
者
が
増
え
れ
ば11

❖

、
国
外
で
介
護
保
険
事
業
を
実

施
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
一
定
の
認
可
条
件
を
備
え
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な
条
件
が
い
つ
ま
で
続
く
か
に
は
な
ん
の
保
証
も
な
い
。

二
〇
年
以
上
前
に
、
わ
た
し
は
女
性
の
労
働
参
加
が
す
す
む
半
面
で
、
男

性
の
家
事
参
加
が
い
っ
こ
う
に
す
す
ま
な
い
現
状
を
評
し
て
、「
男
性
の
家

事
」は
第
一
に
ロ
ボ
ッ
ト
化（
家
庭
電
化
）に
よ
っ
て
、
第
二
に
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ

ン
グ
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
予
測
し
た
が
、
そ
の
と
お
り

に
な
っ
た
。
機
会
費
用
の
高
い
男
性
が
そ
れ
を
な
げ
う
っ
て
ケ
ア
と
い
う
無

償
労
働
に
参
入
す
る
可
能
性
は
、
今
日
で
も
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
唱
え
る「
平
等
主
義
夫
婦
」が
成
り
た
ち
に
く
い
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
。
育
児
よ
り
も
介
護
に
お
い
て
こ
の
傾
向
は
強
ま
る
だ
ろ
う
。

よ
う
に
、
問
い
は
さ
ら
に
複
雑
さ
と
深
刻
さ
を
増
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
ケ
ア・
チ
ェ
ー
ン
と
は
、
機
会
費
用
格
差
や
国
際
為
替
格

差
を
背
景
に
、
潜
在
能
力
の
高
い
女
性
が
潜
在
能
力
の
低
い
女
性
に
、
再
生

産
費
用
を
移
転
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
格
差
に
は
、
人
種
、
民
族
、

国
籍
、
年
齢
、
文
化
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
変
数
が
関
与
す
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
の
女
性
の
ケ
ア
労
働

は
、
も
っ
と
条
件
の
悪
い
他
の
女
性
た
ち（
外
国
人
、
移
民
、
高
齢
、
低
学
歴
、
非
熟

練
等
々
）の
負
担
に
お
い
て「
解
決
」さ
れ
る
、
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
が
登
場
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
選
択
肢
が
目
の
前
に
利
用
可
能
な
か

た
ち
で
提
示
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
選
ば
な
い
こ
と
は
誰
に
と
っ
て
も
む
づ

か
し
い
こ
と
だ
ろ
う12

❖

。

「
ケ
ア
の
値
段
」を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
れ
が
一
国
内
市
場
で
閉
じ
て
い
る

あ
い
だ
は「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
公
正gender justice

」を
問
う
こ
と
が
で
き
た
が
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
は
、
も
は
や
そ
れ
す
ら
牧
歌
的
に
聞
こ

え
る
ほ
ど
、
事
態
は
変
化
し
た
。
6
章
で
紹
介
し
た「
家
事
労
働
の
値
段
」の

機
会
費
用
計
算
法
に
、「（
国
内
）女
性
労
働
者
の
平
均
賃
金
」で
は
な
く
、「
外

国
人
労
働
者
の
平
均
賃
金
」を
代
入
す
れ
ば
お
そ
ら
く
そ
の
評
価
額
は
も
っ

と
下
が
る
だ
ろ
う
。
そ
の
機
会
費
用
格
差
を
拡
大
さ
せ
る
の
が
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
は
日
本
は
、
諸
外
国
に
く
ら
べ
て

い
ち
じ
る
し
く
厳
格
な
出
入
国
管
理
法
の
も
と
で
、
家
事
労
働
者（
非
熟
練
労

働
者
に
分
類
さ
れ
て
い
る
）の
導
入
を
排
除
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た「
平

和
な
」議
論
が
成
り
た
つ
例
外
的
な
国
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
例
外
的

❖
11 

協
定
で
は
介
護
福
祉
士
取
得
の
た
め
の
国
家
試
験
に
合
格
す
れ
ば
滞
在
期
間
を
更
新
し
て

在
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
取
得
に
失
敗
す
れ
ば
四
年
間
の
滞
在
を
上
限
と
し
て
帰
国
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
不
合
格
者
に
対
し
て「
準
介
護
福
祉
士
」の
資
格
を
与
え
る
こ
と
で
在
留

期
限
を
延
長
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

❖
12 

移
民
先
進
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
、
キ
ャ
リ
ア
女
性
が
移
民
女
性
を
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
と

し
て
採
用
す
る
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
公
的
な
育
児
支
援
が
整
備
さ
れ
て
い
な

い
現
状
で
、
か
つ
女
性
間
の
機
会
費
用
格
差
が
大
き
い
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
手
近

な
オ
プ
シ
ョ
ン
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
英
語
リ
テ
ラ
シ
ー
の
高
く
な
い
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
移
民（
主

と
し
て
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
人
口
で
あ
る
）に
と
っ
て
は
、
最
初
に
就
く
こ
と
の
で
き
る
、
資
格
も
能

力
も
問
わ
な
い
労
働
が
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
も
っ
と
も
低
賃
金
の
労
働
で
も

あ
る
。
だ
が
そ
の
た
め
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
初
期
に
、
司
法
長
官
の
指
名
を
受
け
た
女
性
候

補
者
が
、
あ
い
つ
い
で
ふ
た
り
ま
で「
不
法
滞
在
者
」を
雇
用
し
た
責
任
を
と
っ
て
指
名
辞
退
を
迫

ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。「
法
の
番
人
」で
あ
る
べ
き
司
法
長
官
が
過
去
に
不
法
行
為
に
荷

担
し
て
い
た
こ
と
が
問
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
ア
メ
リ
カ
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
エ
リ
ー
ト

女
性
の
う
ち
、
ス
ネ
に
キ
ズ
を
持
た
な
い
者
が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の「
不
法

行
為
」の
責
任
は
、
母
親
に
は
問
わ
れ
て
も
そ
の
夫
に
は
問
わ
れ
な
い
。
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す
こ
し
も
な
い
。
そ
こ
に
新
た
な
生
存
の
機
会
を
求
め
て
国
境
を
越
え
て
移

動
す
る
人
々
の
存
在
を
、
国
家
と
い
う
人
為
的
な
壁
で
食
い
止
め
る
理
由
は

な
に
ひ
と
つ
な
い
の
だ
。

も
し
そ
う
な
ら
わ
た
し
た
ち
の
解
は
た
だ
ひ
と
つ
に
な
る
。
日
本
国
内
に

お
け
る
労
働
条
件
を
国
籍
、
人
種
、
民
族
、
年
齢
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か
わ

ら
ず
公
平
に
適
用
し
、
そ
の
う
え
で
再
分
配
の
政
治
の
範
囲
に
含
め
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は「
国
民
」の
名
を
冠
し
た
年
金
も
ふ
た
つ
の
保
険

（
健
康
保
険
と
介
護
保
険
）も
含
ま
れ
る13

❖

。
彼
ら・
彼
女
ら
外
国
人
労
働
者
が
日
本

に
定
住
し
た
い
と
考
え
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
も
し
彼
ら
が

日
本
で
老
後
を
迎
え
る
選
択
肢
を
持
ち
、
そ
れ
を「
安
心
」の
資
源
と
す
る
な

ら
ば
、
日
本
社
会
に
貢
献
し
た
彼
ら
に
、
日
本
は「
再
分
配
」で
報
い
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

だ
が
こ
こ
で
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
人
々
が
引
き
受
け
る「
ケ
ア
ワ
ー
ク

の
値
段
」を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ケ
ア・チ
ェ
ー
ン
が

ケ
ア
労
働
を
外
国
人
に
移
転
し
つ
づ
け
る
あ
い
だ
は
、
一
九
九
〇
年
に
わ
た

し
自
身
が
問
う
た「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
課
題
」は
、
解
か
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

た
ん
に
先
送
り
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
本
書
は
、『
家
父
長

制
と
資
本
制
』の
直
接
の
続
編
な
の
で
あ
る
。

介
護
を
引
き
受
け
る
男
性
は
家
族
介
護
者
の
約
三
割
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と

が
デ
ー
タ
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
は（
1
）定
年
退
職
者
か
早
期
定
年

を
選
ぶ
こ
と
で
仕
事
に
代
わ
る
代
替
的
な
責
任
を
引
き
受
け
た
夫
か
、（
2
）

失
業
や
パ
ラ
サ
イ
ト
で
同
居
し
て
お
り
、
他
に
代
替
選
択
肢
の
な
か
っ
た
息

子
介
護
者
で
あ
る
。
も
し
稼
得
能
力
が
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
自
分
の
収
入
で

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
家
政
婦
を
雇
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
自
分
で
食
事
の

用
意
を
す
る
テ
マ
を
か
け
る
代
わ
り
に
、
コ
ン
ビ
ニ
の
総
菜
や
弁
当
を
購
入

す
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
育
児
に
つ
い
て
は
言
わ
れ
な
い
の
に
介
護
に
つ
い

て
は
ロ
ボ
ッ
ト
化
が
言
わ
れ
る
の
は
、
介
護
が
誰
に
よ
っ
て
も
代
替
可
能
な

非
人
格
的
な
労
働
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
夫
に
と
っ
て
も

息
子（
育
児
の
場
合
は
父
親
）に
と
っ
て
も
、
介
護
は
育
児
よ
り
も
や
り
た
く
な
い

労
働
な
の
で
あ
り
、
代
替
選
択
肢
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
外
注
す
る
こ
と
に
た
め

ら
い
を
示
す
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
だ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
、
た
と
え
そ
れ
が

外
国
人
で
あ
っ
て
も
。

そ
う
議
論
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
た
し
は「
労
働
開
国
」に
反
対
す
る
排

外
主
義
の
立
場
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

そ
の
是
非
を
問
う
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
世
界
史
的
な
趨
勢
で
あ
り
、
好
む
と

好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
対
応
す
る
し
か
な
い
歴
史
的
な
変
化
で

あ
る
。
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
を「
情
報
、

カ
ネ
、
モ
ノ
、
ヒ
ト
の
国
際
移
動
の
増
加
と
そ
れ
に
と
も
な
う
国
内
外
の
秩

序
の
再
編
過
程
」と
す
る
な
ら
ば
、
と
っ
く
に
起
き
て
い
る「
情
報
、
カ
ネ
、

モ
ノ
」の
国
際
移
動
に
加
え
て
、「
ヒ
ト
の
国
際
移
動
」を
阻
止
す
る
理
由
は

❖
13 

国
民
年
金
と
国
民
健
康
保
険
は
、
成
立
後
国
籍
条
項
が
緩
和
さ
れ
た
。
介
護
保
険
は
成
立

当
初
か
ら
国
籍
条
項
を
欠
い
て
い
る
。
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「
百
年
に
一
度
の
恐
慌
」と
言
わ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
危
機
は
、
市
場

万
能
主
義
者
の
頭
に
冷
水
を
浴
び
せ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
資
本
主
義
分
析
が
息

を
吹
き
返
し
た
か
の
よ
う
に
脚
光
を
浴
び
、
自
由
市
場
が
一
定
の
周
期
で
好

況・不
況
の
波
を
く
り
か
え
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
予
言
し
た「
コ
ン
ド
ラ

チ
ェ
フ
の
周
期
」が
再
評
価
さ
れ
た
り
も
し
た
。
市
場
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ひ
と

り
ひ
と
り
に
と
っ
て
も
っ
と
も
合
理
的
な
選
択
の
集
積
が
、
集
ま
っ
て
パ

ニ
ッ
ク
を
ひ
き
お
こ
す「
合
成
の
誤
謬
」を
、
今
度
の
金
融
危
機
で
は
、
ど
ん

な
市
場
原
理
主
義
者
も
否
定
で
き
な
い
事
態
に
至
っ
た
。

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
発
信
源
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
す
ら
、
市
場
へ
の
国

家
の
介
入
を
正
当
化
す
る
政
権
が
支
持
を
集
め
た
。
雇
用
、
健
康
、
安
全
、

育
児
と
教
育
な
ど
、
こ
れ
ま
で「
社
会
保
障
」の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
分
野
へ

の
、
社
会
資
本
投
資
の
重
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で

「
市
場
の
失
敗
」「
家
族
の
失
敗
」「
国
家
の
失
敗
」

1

だ
っ
て
こ
う
し
た「
セ
ー
フ
テ
ィ・
ネ
ッ
ト
」の
重
要
性
を
主
張
し
て
き
た
人

た
ち
は
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら﹇ 

神
野1998;  

神
野・ 金
子1999;  

神

野・ 宮
本2006

﹈、
こ
れ
ら
の
人
々
の
主
張
の
正
し
さ
が
、
破
綻
に
よ
っ
て
証
明

さ
れ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
実
際
に
痛
い
目
に
遭
わ
な
い
限
り
学
習
し
な

い
、
か
の
よ
う
に
。

と
こ
ろ
で
社
会
保
障
は
こ
れ
ま
で「
市
場
の
失
敗
」に
対
す
る
補
完
性
原
則

で
成
り
立
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
財
サ
ー
ビ
ス
の
分
配
が
市
場
の
自
動
調
節

機
能
を
通
じ
て
働
く
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
う
ま
く
機

能
し
な
い
場
合
や
、
市
場
で
の
交
換
資
源
を
持
た
な
い
弱
者
、
つ
ま
り
シ
ン

グ
ル
マ
ザ
ー
や
高
齢
者
、
病
人
、
障
害
者
な
ど
を
限
定
的
に
対
象
と
し
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
市
場
が
社
会
に
対
し
て
持
つ
網
羅
性
を
前
提
に
、
そ

の「
市
場
の
失
敗
」を
例
外
や
逸
脱
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
現
に「
セ
ー
フ

テ
ィ・ネ
ッ
ト
」と
い
う
命
名
そ
の
も
の
が
、
市
場
の
優
位
を
前
提
に
、
そ
れ

か
ら
漏
れ
る
対
象
を
救
済
す
る
と
い
う
考
え
方
を
前
提
と
し
て
い
る
。

次
世
代
福
祉
社
会
の
構
想

第
18
章
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わ
た
し
は
5
章
で
こ
れ
に「
家
族
の
失
敗
」を
付
け
加
え
た
。「
市
場
の
失

敗
」は
こ
れ
ま
で「
家
族
」と
い
う
市
場
外
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
吸
収
さ

れ
る
こ
と
で
解
決
を
期
待
さ
れ
て
き
た
。
市
場
が
家
族
に
暗
黙
の
う
ち
に
依

存
し
て
き
た
そ
の
相
互
関
係
を
分
析
の
対
象
と
し
た
の
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た1

❖

。
す
な
わ
ち
市
場
が
自
己
完
結
性
を
持
た
な
い
こ

と
、
市
場
が
市
場
外
の
領
域
に
依
存
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て「
国
家
の
失
敗
」を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
市

場
と
家
族
が
、
そ
の
一
方
も
し
く
は
両
方
が
あ
い
ま
っ
て
個
人
の
福
祉

w
ell-being

に
十
全
に
機
能
す
る
と
前
提
す
る
代
わ
り
に
、
市
場
も
家
族
も

限
界
を
持
っ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、「
市
場
の
失
敗
」「
家
族
の
失

敗
」を
最
終
的
に
救
済
す
る
ア
ク
タ
ー
が
国
家
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
が「
福
祉

国
家
」論
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
市
場
と
家
族
を
特
権
的
な
地

位
に
置
く
理
由
は
な
い
。
ま
た
国
家
に
包
括
性
を
認
め
る
必
要
も
な
い
。
福

祉
多
元
社
会
論
は
、
そ
の
福
祉
国
家
に
限
界
を
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し

た
。「
市
場
の
失
敗
」「
家
族
の
失
敗
」に
な
ら
ん
で「
国
家
の
失
敗
」が
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
二
〇
世
紀
の
歴
史
的
発
見
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

文
明
史
的
に
考
え
れ
ば
、
二
〇
世
紀
は
市
場
、
家
族
、
国
家
と
い
う
一
九

世
紀
的
な
概
念
が
席
捲
し
、
猛
威
を
ふ
る
っ
た
あ
と
、
そ
の
限
界
を
そ
れ
ぞ

れ
に
示
し
た
時
代
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
一
の
市
場
に
つ
い
て
は
、
市
場
シ
ス
テ
ム
が
全
域
的
で
も
網
羅
的
で
も

な
か
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
カ
ー
ル・ ポ
ラ
ン
ニ﹇ Polanyi 1944= 

1975

﹈が
言
う
よ
う
に
、
近
代
市
場
社
会
と
は
市
場
優
位
の
社
会
で
は
あ
る

が
、
市
場
が
全
域
を
覆
っ
た
社
会
で
は
な
か
っ
た
。
経
済
シ
ス
テ
ム
が
変
動

す
る
と
き
、
そ
れ
は
先
行
す
る
分
配
シ
ス
テ
ム
に
新
し
い
分
配
シ
ス
テ
ム
が

置
き
換
わ
る
よ
う
に
変
化
す
る
の
で
は
な
く
、
旧
シ
ス
テ
ム
に
新
シ
ス
テ

ム
が
付
け
加
わ
る
に
す
ぎ
な
い
。 

ポ
ラ
ン
ニ
の
い
う
分
配
の
四
類
型
、
贈

与
、
互
酬
性
、
再
分
配
、（
市
場
）交
換
の
シ
ス
テ
ム
は
、
歴
史
上
い
つ
の
時

代
に
も
そ
の
い
ず
れ
も
が
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
り
、（
市
場
）交
換
の
シ
ス

テ
ム
が
優
位
に
立
っ
た
場
合
で
も
他
の
三
つ
の
分
配
領
域
が
な
く
な
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
市
場
万
能
主
義
を
標
榜
す
る
か
の
よ
う
な
近
代
経
済
学
で
す

ら
、「
家
族
」と
い
う
贈
与
の
原
理
が
支
配
す
る
私
的
領
域
、
交
換
原
理
が
侵

入
し
な
い
／
で
き
な
い「
愛
他
性altruism

」の
原
理
が
は
た
ら
く
領
域
を
前

提
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
か
っ
た
。

第
二
に
家
族
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
家
族
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク

ス
に
分
け
入
り
、（
近
代
）家
族
の
機
能
不
全
を
指
摘
し
て
き
た
の
が
ジ
ェ
ン

ダ
ー
研
究
だ
っ
た
。
多
く
の
実
証
的
な
家
族
研
究
の
功
績
は
、
近
代
経
済
学

が
想
定
す
る「
愛
他
性
」の
原
理
が
私
領
域
を
覆
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
市
民

社
会
に
お
け
る
ル
ー
ル
す
ら
通
用
し
な
い
無
法
地
帯
、
父
＝
夫
に
よ
る
専
制

支
配
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
暴
き
、
家
族
が「
愛
の
共
同
体
」で
あ
る
と

い
う「
家
族
神
話
」を
解
体
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
市
場

に
お
け
る
競
争
資
源
に
恵
ま
れ
な
い
人
々
、
市
場
が
一
人
前
の
プ
レ
イ
ヤ
ー

と
し
て
認
め
な
い
依
存
的
な
人
々
を
市
場
は
私
領
域
に
放
逐
し
た
が
、
そ
の

負
担
に
家
族
、
と
り
わ
け
近
代
家
族
は
堪
え
き
れ
ず
、
機
能
不
全
に
陥
っ
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た
。
家
族
を「
依
存
の
私
事
化privatization of dependency

」と
喝
破
す

る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
著
書
の
日
本
語
訳
を
、『
家
族
、
積
み
過
ぎ
た
方
舟
』

﹇Finem
an 1995=2003

﹈と
題
し
た
の
は
わ
た
し
自
身
だ
が
、
そ
れ
は
市
場
に

よ
っ
て
は
自
立
で
き
な
い
あ
ら
ゆ
る
依
存
的
な
存
在
の
受
け
皿
と
な
る
究
極

の
セ
ー
フ
テ
ィ・
ネ
ッ
ト
と
見
な
さ
れ
た
家
族
が
、
実
際
に
は
期
待
ど
お
り

に
は
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
背
負
う
に
は「
重
す
ぎ
る

積
み
荷overloaded

」で
あ
り
、
早
晩
、
座
礁
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
含
意
し
て
い
た2

❖

。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
た
め
の
責
任
と
負
担
が
、
誰

の
肩
に
重
く
か
か
っ
て
い
る
か
、
そ
の
分
配
に
い
ち
じ
る
し
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー

不
公
正
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
。

第
三
の
国
家
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
必
要
性
と
限
界
も
ま
た
明
ら
か
に

な
っ
た
。
一
九
二
九
年
の
恐
慌
で
は
市
場
の
破
綻
が
明
ら
か
に
な
っ
た
あ
と
、

そ
れ
に
介
入
す
る
国
家
の
役
割
が
肥
大
し
た
。
そ
の
後
、
社
会
の
全
領
域
の

国
家
化
と
い
う
お
そ
る
べ
き
全
体
主
義
の
時
代
を
経
て
、
わ
た
し
た
ち
は
国

家
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
道
具
と
し
て
馴
致
す

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学
習
し
た
は
ず
だ
っ
た
。
ネ
オ
リ
ベ
改
革
の
も
と

で
は「
最
小
国
家
」論
、「
小
さ
な
政
府
」説
が
ふ
た
た
び
支
配
的
に
な
っ
た
よ

う
に
見
え
た
が
、
一
九
二
九
年
の
大
恐
慌
で
い
っ
た
ん
は
破
産
を
宣
告
さ
れ

た
市
場
万
能
主
義
が
二
〇
世
紀
の
後
半
に
ふ
た
た
び
甦
っ
た
の
に
は
い
く
つ

か
の
歴
史
的
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ひ
と
つ
は
東
西
冷
戦
の
終
結
で
あ

り
、
も
う
ひ
と
つ
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち

東
西
冷
戦
は
市
場
主
義
の
勝
利
に
終
わ
り
、
か
つ
て
の
東
側
諸
国
を
一
元
的

な
市
場
の
も
と
に
ま
き
こ
ん
で
い
く
こ
と
で
グ
ロ
ー
バ
ル・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の

新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
つ
く
り
だ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
ネ
オ
リ
ベ
の

市
場
万
能
主
義
に
も
破
産
が
宣
告
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
国
家
と
市
場
の
相
互

依
存
性
、
国
家
に
よ
る
市
場
の
統
制
は
、
市
場
優
位
の
原
則
に
お
い
て
さ
え

無
視
で
き
な
い
前
提
と
な
っ
た
。
市
場
経
済
派
と
計
画
経
済
派
の
対
立
は
、

そ
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
の
二
者
択
一
で
は
な
く
、
ど
の
経
済
体
制
も
な
に
が

し
か
混
合
経
済
体
制
へ
と
収
斂
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
同
時
に
国
家
の
過
剰
な
役
割
や
ゆ
き
す
ぎ
た
介
入
に
対
し
て
も
警
戒
心

が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
進
展
に
と
も
な
い
、
資
本
も
個
人
も
国
境
を
越
え
た
活
動
を
拡
大
し
、
国

家
は
桎
梏
と
も
な
っ
た
。
そ
の
結
果
国
民
国
家
と
い
う
一
九
世
紀
の
装
置
の

耐
用
年
数
が
尽
き
た
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

市
場
は
全
域
的
で
は
な
く
、
家
族
は
万
全
で
は
な
く
、
国
家
に
は
限
界
が

あ
る
。
と
な
れ
ば
そ
の
い
ず
れ
も
の
限
界
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
制
度
的

な
多
元
性
を
組
み
こ
ん
で
い
く
こ
と
が
福
祉
多
元
社
会
だ
と
考
え
て
は
ど
う

な
の
だ
ろ
う
。
福
祉
多
元
社
会
は
、
も
と
は
福
祉
国
家
論
の
破
綻
か
ら
出
発

❖
1 
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
上
野
の
代
表
的
著
作
、『
家
父
長
制
と
資
本
制 

―
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
地
平
』﹇
上
野1990

﹈は
、
著
者
自
解
を
加
え
て
岩
波
現
代

文
庫
か
ら
増
補
新
刊
さ
れ
た﹇
上
野2009d

﹈。

❖
2 

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
続
編
に
あ
た
る『
ケ
ア
の
絆
』で
、
近
代
法
に
お
け
る「
自
律
し
た
個

人
」の
前
提
そ
の
も
の
を「
自
律
神
話autonom

y m
yth

」と
呼
ん
で
根
底
的
に
批
判
し
て
い
る

﹇Finem
an 2004 =2009

﹈。
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を
シ
フ
ト
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ど
こ
の
国
籍
に
属
そ
う
が
、
ど
こ
に
暮
ら

そ
う
が
、
ど
ん
な
社
会
的
属
性
を
持
っ
て
い
よ
う
が
、
個
人
の
生
存
、
生
活
、

尊
厳
を
守
る
と
い
う
考
え
方
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
脱
国
家
的
な
安
全
保

障
概
念
に
ふ
さ
わ
し
い3

❖

。
そ
し
て
個
人
の「
必
要needs

」に
は
、
当
該
個
人

の
潜
在
能
力
に
応
じ
て
差
が
あ
る
こ
と
を 

セ
ン
は
知
悉
し
て
い
た
。
そ
う
な

れ
ば
人
間
の
安
全
保
障
を
達
成
す
る
た
め
の
資
源
の
配
分
に
は
、
個
人
個
人

の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
格
差
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。 

セ
ン
ら
の「
人
間
の

安
全
保
障
」の
考
え
方
は
、「（
あ
く
ま
で
も
個
人
の
）ニ
ー
ズ
中
心
」と
い
う「
当
事

者
主
権
」の
立
場
と
重
な
る
。

本
書
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
福
祉
多
元
社
会
を
構
成
す
る
四
つ
の
社
会
領

域
、
官
／
民
／
協
／
私
の
す
べ
て
の
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
セ

ク
タ
ー
の
能
力
と
限
界
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
相
互
補
完
的
に

組
み
合
わ
せ
る
多
元
的
な
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
も
本
書
は
、
と
り
わ
け
協
セ
ク
タ
ー
の
可
能
性
に
力
点
を
置
い
て
論
じ

て
き
た
。
市
場
、
家
族
、
国
家
の
す
べ
て
の
領
域
の
限
界
と
破
綻
が
あ
き
ら

か
に
な
っ
た
今
日
、
協
セ
ク
タ
ー
の
重
要
性
は
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
が
、

協
セ
ク
タ
ー
と
は
文
明
史
的
に
見
れ
ば
、
近
代
化
の
過
程
で
市
場・国
家・家

族
の
ト
リ
オ
が
破
壊
し
た
共
同
性
の
再
構
築
の
役
割
を
担
っ
て
、
そ
れ
ら
の

三
つ
の
領
域
の
破
綻
が
あ
き
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
そ
の
登
場
が
要
請
さ
れ

る
に
至
っ
た
新
し
い
共
同
性
の
領
域
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
そ
の「
新

し
い
共
同
性
」は
、
決
し
て
か
つ
て
の
共
同
体
の
復
活
で
も
な
け
れ
ば
再
現

で
も
な
い
。
脱
市
場
、
脱
国
家
、
脱
家
族
の
、
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ら
の
い

し
た
が
、
そ
れ
以
前
に
、
福
祉
国
家
論
の
成
立
そ
の
も
の
が
、「
市
場
の
失

敗
」と「
家
族
の
失
敗
」を
前
提
し
て
い
た
。
福
祉
多
元
社
会
と
は
、
当
初
は

対
人
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給
者
の
多
様
性
を
指
す
限
定
的
な
用
語
だ
っ
た

が
、
し
だ
い
に
、
複
数
の
社
会
的
領
域
の
あ
い
だ
で
福
祉
を
め
ぐ
る
責
任
と

負
担
の
分
配
の
最
適
混
合
の
シ
ス
テ
ム
と
再
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
本

書
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。「
社
会
保
障social security

」と
は
個
人
の

福
祉
を
保
障
す
る
社
会
的
な
安
全
保
障
の
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
逸
脱
や
例

外
的
な
事
態
に
の
み
対
処
す
る
社
会
的
な
技
術
の
こ
と
で
は
な
い
。

『
人
間
の
経
済
』﹇ Polanyi 1977=1980
﹈を
唱
え
た 

ポ
ラ
ン
ニ
は
、「
経
済
」の

実
在
的
定
義
を「
継
続
的
に
物
質
的
な
要
求
を
充
足
す
る
よ
う
な
人
間
と
人

間
の
環
境
と
の
相
互
関
係
の
制
度
化
さ
れ
た
過
程
」と
し
た
。
そ
う
な
れ
ば
、

福
祉
多
元
社
会
を
構
成
す
る
四
つ
の
領
域
、
官
／
民
／
協
／
私
は
、
そ
れ
ぞ

れ 

ポ
ラ
ン
ニ
の
再
分
配
、
交
換
、
互
酬
性
、
贈
与
に
対
応
す
る
経
済
領
域
だ

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。（
市
場
）交
換
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
配
分
で
き
な
い
資

源
は
他
の
配
分
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
れ
ら
の
多
元
的
な

配
分
原
理
は
相
互
に
対
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
競
争
的
ま
た
は
補
完
的

に
共
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
配
分
原
理
の
あ
い
だ
に
一

貫
性
の
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の「
最
適
混
合
」が
必
要
で
あ

り
可
能
で
あ
る
、
ま
さ
に
そ
の
理
由
な
の
で
あ
る
。

3
章
で
述
べ
た
ア
マ
ル
テ
ィ
ア・ 

セ
ン
ら
は「
人
間
の
安
全
保
障hum

an 
security

」と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
の
画
期
的
な
意
義

は「
国
家
の
安
全
保
障
」か
ら「
個
人
の
安
全
保
障
」へ
と
、
安
全
保
障
の
焦
点
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福
祉
社
会
へ

―
当
事
者
主
権
の
次
世
代
福
祉
戦
略
』﹇
上
野・ 中
西
編2008

﹈に

お
け
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
福
祉
多
元
社
会
を
、
人
間
の

安
全
保
障
を
実
現
す
る
た
め
の
責
任
と
負
担
の
最
適
混
合
と
考
え
る
な
ら
、

各
領
域
は
以
下
の
よ
う
な
役
割
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
参
考
の

た
め
に
、
福
祉
多
元
社
会
の
モ
デ
ル
を
再
掲
し
よ
う【
図
35
】。

（
1
） 官
セ
ク
タ
ー（
中
央
政
府
と
地
方
政
府
）

 

所
得
の
再
配
分
と
財・サ
ー
ビ
ス
の
給
付
に
つ
い
て
の
最
適
解
の
制
度

化
、
お
よ
び
そ
の
運
用
上
の
管
理
と
監
督

（
2
） 民（
市
場
）セ
ク
タ
ー

 

労
働
と
交
換
を
通
じ
て
の
資
源
の
最
適
配
分
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
開

発
と
競
争
に
よ
る
効
率
化
、
法
令
遵
守
と
企
業
の
社
会
的
責
任
の
達
成

（
3
） 協
セ
ク
タ
ー

 

当
事
者
ニ
ー
ズ
の
顕
在
化
と
事
業
化
、
当
事
者
の
権
利
擁
護
、
民
セ
ク

タ
ー
と
の
連
携
お
よ
び
官
セ
ク
タ
ー
と
の
協
働
と
政
策
提
言

（
4
） 私
セ
ク
タ
ー

 

代
替
不
可
能
な
情
緒
関
係
の
調
達
と
ケ
ア
に
か
か
わ
る
意
思
決
定

ず
れ
で
も
な
い
が
、
そ
の
す
べ
て
を
経
過
し
た
あ
と
の
、
個
人
を
基
礎
と
し

た
共
同
性
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
ま
だ
形
成
途
上
に
あ
る
か

ら
こ
そ
、
よ
り
い
っ
そ
う
強
力
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
域
な

の
だ
。

本
章
の
課
題
は
、
わ
た
し
が 
中
西
と
共
著
で
刊
行
し
た『
ニ
ー
ズ
中
心
の

福
祉
多
元
社
会
の
責
任
と
負
担
の
分
担

2

図35　官／民／協／私の4セクター

官

Public Sector

Public
(state/government)

Common
(civil)

Private
(family)

Market

Private Sector民

協

私

❖
3 

個
人
の
安
全
保
障
は
、
国
家
の
安
全
保
障
と
は
し
ば
し
ば
対
立
す
る
。
た
と
え
ば
国
家
の

安
全
保
障
の
た
め
に
個
人
の
生
命
、
財
産
を
差
し
出
せ
と
要
求
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て「
国
家
の
安
全
保
障
」の
手
段
と
し
て
動
員
さ
れ
る
戦
争
ほ
ど「
人
間
の
安
全
保
障
」に

反
す
る
も
の
は
な
い
。
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き
な
い
こ
と
も
ま
た
、
歴
史
的
に
証
明
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
市
場

は「
レ
ッ
セ・
フ
ェ
ー
ル（
自
由
放
任
）」に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
な
り
え
な

い
。
市
場
に
は
官
セ
ク
タ
ー
の
財
政
に
よ
る
介
入
や
法
令
に
よ
る
監
視
も
ま

た
、
与
件
と
し
て
組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
市
場
に

登
場
す
る
ア
ク
タ
ー
が
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス（
法
令
遵
守
）や
C　
S　
R（
企
業
の
社
会

的
責
任
）を
守
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
情
報
の
公
開
性
を
も
と

に
消
費
者
が
市
場
選
択
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

市
場
の
合
理
性
が
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）協
セ
ク
タ
ー

協
セ
ク
タ
ー（「
協
同
セ
ク
タ
ー
」、「
協
働
セ
ク
タ
ー
」、「
市
民
社
会
セ
ク
タ
ー
」な
ど
論
者

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
で
呼
ば
れ
る
）は
、
官
セ
ク
タ
ー
と
協
働
し
て「
公
益
」を

支
え
る
非
営
利
民
間
団
体（
本
書
で
は「
市
民
事
業
体
」）の
集
合
を
指
す
。「
公
共

性
」と
も
言
わ
れ
る
分
野
の「
公
」と「
共
」と
を
、
英
語
の「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」に

対
し
て「
コ
モ
ン
」の
概
念
に
対
応
さ
せ
る
用
語
法
が
あ
る
。
協
セ
ク
タ
ー
を

「
コ
モ
ン
」と
呼
ぶ
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。「
コ
モ
ン
」と
は
、
共
同
所
有
の
入

会
地
を
指
す
中
世
の
用
語
だ
っ
た
が
、
土
地
の
共
有
権
を
廃
し
私
有
権
の
み

を
認
め
て
き
た
近
代
法
の
も
と
で
、
コ
モ
ン
は
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
て
き
た
。

近
代
化
と
は「
共
同
体
か
ら
自
由
な
個
人
」を
析
出
す
る
過
程
だ
っ
た
と
言
わ

れ
る
が
、
家
族
史
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
が
あ
き
ら
か
に
し
た
の
は
、
そ
の
自

由
な「
個
人
」と
は
、
近
代
家
族
を
統
括
す
る
家
長
男
性
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。

国
家
も
市
場
も
家
族
も
、
あ
げ
て
伝
統
的
な
共
同
体
か
ら
の
解
放
を
追
い
求

順
次
詳
論
し
よ
う
。

（
1
）官
セ
ク
タ
ー（
中
央
政
府
と
地
方
政
府
）

そ
の
成
員
に
対
し
て
強
制
力
の
あ
る
公
的
権
力
を
行
使
で
き
る
の
は
官
セ

ク
タ
ー
の
み
で
あ
る
。
官
セ
ク
タ
ー
の
最
大
の
役
割
は
、
市
場
に
よ
る
分
配

を
是
正
し
緩
和
す
る
再
分
配
の
規
模
と
方
式
と
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

社
会
保
障
政
策
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
社
会
保
障
の
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
を
語
る
の
は
本
書
の
射
程
を
超
え
る
が
、
そ
の
展
望
は
上
野・

 

中
西
共
編
著﹇2008

﹈で 

大
沢
真
理
と 
広
井
良
典
が
論
じ
て
い
る
。
本
書
で
は

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
高
齢
者
介
護
を
中
心
に
限
定
的
に
論
じ
る
が
、

そ
こ
か
ら
で
も
一
般
解
へ
の
応
用
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

（
2
）民（
市
場
）セ
ク
タ
ー

市
場
交
換
と
そ
の
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
企
業
法
人（
会
社
）は
、
近

代
が
生
み
出
し
た
文
明
史
的
な
発
明
品
で
あ
っ
た
。
こ
の
し
く
み
の
も
と

で（
1
）多
様
な
行
為
者
が
、（
2
）有
限
責
任
の
も
と
で
、（
3
）自
由
な
意
思

決
定
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し
て
東
西
冷
戦
の
結
果
、
最
終
的

な「
市
場
の
勝
利
」を
も
た
ら
し
た
の
は
、
国
家
と
い
う
単
一
の
ア
ク
タ
ー

に
よ
る
決
定（
計
画
経
済
）よ
り
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
自
由
な
意
思
決
定
の
集

積（
市
場
経
済
）の
ほ
う
が
合
理
性
が
高
い
、
と
い
う
歴
史
的
解
で
あ
っ
た
。
だ

が
こ
の
合
理
性
が「
局
所
合
理
性
」に
と
ど
ま
り
、
局
所
合
理
性
の
集
積
が
全

体
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
不
合
理
性
に
至
る「
合
成
の
誤
謬
」を
防
ぐ
こ
と
が
で



4 5 9 第 18章　次世代福祉社会の構想

の
あ
い
だ
家
族
は
再
生
産
の
制
度
で
あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う4

❖

、
た
と
え
そ
れ

が
母
子
ダ
イ
ア
ド（
二
者
結
合
）の
よ
う
な
ミ
ニ
マ
ム
の
単
位
に
な
っ
た
と
し
て

も
―
人
間
の
生
の
初
め
と
終
わ
り
に
家
族
が
果
た
す
役
割
は
な
く
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

社
会
保
障
を
支
え
る
理
念
は
、
こ
れ
ま
で「
補
完
性
原
則
」、「
残
余
原
理
」

と
呼
ば
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
家
族
と
市
場
の
自
動
調
節
機
能
を
過
大
評
価
し

た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
も
国
家
も
ま
た
失
敗
す
る
と
す
れ
ば
、

社
会
保
障
を
た
ん
に「
補
完
性
」や「
残
余
」で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
財・

サ
ー
ビ
ス
の
分
配
お
よ
び
再
分
配
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て「
人
間
の
経
済
」に
埋

め
こ
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
必
要
が
で
て
く
る
。
そ
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド

が
、「
連
帯
」と「
再
分
配
」で
あ
る
。「
連
帯
」に
は
再
分
配
の
範
囲（
境
界
）が
、

「
再
分
配
」に
は
、
そ
の
規
模
と
方
法
、
回
路
が
選
択
肢
と
し
て
登
場
す
る
。

「
社
会
保
障
の
政
治
経
済
学
」を
掲
げ
る 

権
丈
善
一
は
、
社
会
保
障
と
は

「
貢
献
原
則
に
基
づ
い
て
分
配
さ
れ
た
所
得
を
、
必
要
原
則
に
基
づ
い
て
修

正
す
る
も
の
だ
」﹇ 

権
丈2009: 61

﹈と
い
う
。
同
じ
こ
と
を
一
九
世
紀
に
も
っ
と

連
帯
と
再
分
配

3

め
て
き
た
の
が
近
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
破
壊
し
た
も
の
の
代
替
物
は

登
場
せ
ず
、
そ
の
破
壊
の
コ
ス
ト
は
高
く
つ
い
た
。
国
家
の
残
余
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
あ
る「
市
民
社
会
」は
、
よ
う
や
く
そ
の
実
質
を
あ
ら
わ
し
つ
つ
あ
る
。

と
い
う
の
は
、「
私
益
」を
追
求
す
る
ア
ク
タ
ー
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
な
る
市
場

で
は
な
く
、「
公
益
」を
追
求
す
る
市
民
活
動
の
場
で
あ
る
協
セ
ク
タ
ー
が
よ

う
や
く「
目
に
見
え
る
」活
動
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

（
4
）私
セ
ク
タ
ー

最
後
に
家
族
に
は
家
族
し
か
担
う
こ
と
の
で
き
な
い
責
任
と
役
割
が
残
る
。

官
／
民
／
協
／
私
の
最
適
混
合
を
考
え
る
こ
と
は
、
家
族
の
責
任
を
外
部
に

移
転
す
る
こ
と
で
も
免
責
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
家
族
に
は
生
活
史
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
築
き
あ
げ
て
き
た
代
替
不
可
能
な
情
緒
関
係
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

が
あ
る
。
現
在
で
も
子
ど
も
に
対
す
る
親
権
者
は
第
一
義
的
に
出
生
に
関
与

し
た
家
族
で
あ
る
し
、
終
末
期
医
療
に
お
い
て
生
死
に
か
か
わ
る
意
思
決
定

を
本
人
が
お
こ
な
え
な
い
と
き
に
代
行
す
る
の
も
家
族
で
あ
る
。
5
章
で
指

摘
し
た
よ
う
に
法
律
が
介
護
義
務
を
定
め
て
い
な
い
場
合
で
も
、
高
齢
者
の

介
護
責
任
を
す
す
ん
で
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
多
く
は
家
族
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
い
う「
家
族
」の
内
容
は
、
多
様
化
し
、
変
化
し
て
い
る
。
親

族
規
範
の
う
え
で
も
、
長
男
規
範
、
嫁
規
範
、
血
縁
規
範
な
ど
は
弱
体
化
し

て
い
る
し
、「
家
族
」の
な
か
に
は
も
は
や
血
縁
に
も
性
に
も
よ
ら
な
い
集
団

が
登
場
し
て
い
る
。
だ
が
、
家
族
が
再
生
産
の
制
度
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な

い
限
り

―
そ
れ
に
代
替
す
る
制
度
が
見
つ
か
ら
な
い
現
在
、
と
う
ぶ
ん

❖
4 
再
生
産
工
場
ま
た
は
子
ど
も
牧
場
の
よ
う
な
再
生
産
の
制
度
が
家
族
に
代
替
さ
れ
な
い
か

ぎ
り
、
人
間
の
再
生
産
コ
ス
ト
は
シ
ス
テ
ム
に
内
部
化
さ
れ
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
な
か
に
長
期

に
わ
た
る
社
会
化
過
程
を
含
む
と
し
た
ら
、
再
生
産
費
用
は
莫
大
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
家
族

に
代
わ
る
再
生
産
の
制
度
が
想
定
で
き
な
い
の
は
、
ヒ
ト
の
社
会
化
は
た
だ
人
と
人
と
の
あ
い
だ
、

す
な
わ
ち
人
間
関
係
の
な
か
で
し
か
達
成
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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と
に
、（
5
）ど
ん
な
資
源
を
、（
6
）ど
の
よ
う
な
媒
介
の
回
路
を
通
じ
て
、

（
7
）誰
に
、
配
分
す
る
の
か
と
い
う
問
い
が
残
っ
て
い
る
。
整
理
す
れ
ば
調

達
問
題
と
分
配
問
題
で
あ
る
。
再
分
配
に
つ
い
て
は 

武
川
正
吾﹇2006

﹈が
論

点
を
的
確
に
整
理
し
て
い
る
の
で
彼
の
図
式
を
も
と
に
し
た
う
え
で
、
さ
ら

に
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
た
め
、
そ
れ
に
い
く
つ
か
の
項
目
を
付
け
加

え
て
以
下
の
項
目
を
設
定
す
る
。
さ
ら
に
選
択
肢
は
有
限
だ
か
ら
、
そ
の
組

み
合
わ
せ
も
提
示
し
よ
う
。

（
1
）再
分
配
の
規
模

 …
…
…
…
…
…
…
…
…

高
負
担
／
中
負
担
／
低
負
担

（
2
）再
分
配
の
財
源
調
達

 …
…
…
…

税
方
式（
消
費
税
／
累
進
課
税
／
法
人
税
）／

 
 

 

保
険
方
式

（
3
）再
分
配
の
配
分
原
則

 …
…
…
…

選
別
主
義
／
普
遍
主
義

（
4
）再
分
配
の
負
担
原
則

 …
…
…
…

無
償
／
応
益
負
担
／
応
能
負
担

（
5
）再
分
配
の
資
源

 …
…
…
…
…
…
…
…
…

貨
幣
給
付
／
サ
ー
ビ
ス
給
付

（
6
）再
分
配
の
媒
介（
回
路
） …
…
…
…

公
共（
官
／
協
）／
民
間（
市
場
）

（
7
）再
分
配
の
範
囲

 …
…
…
…
…
…
…
…
…

加
入
者
／
国
民
／
住
民（
居
住
者
／
移
民
）

 

武
川
は
以
上
を
単
純
化
し
た
う
え
で
、
以
下
の
四
つ
の
問
い
を
立
て
、
社

会
政
策
を
め
ぐ
る
有
権
者
の「
価
値
意
識
」に
つ
い
て
の
実
証
研
究
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
S　
P　
S　
C
調
査5

❖

（「
福
祉
と
生
活
に
関
す
る
意
識
調

査
」）に
基
づ
く
そ
の
デ
ー
タ
を
参
照
し
よ
う
。 

武
川
が
挙
げ
る
再
分
配
の
四

つ
の
項
目
と
そ
れ
に
対
す
る
回
答
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る﹇ 

武
川

簡
明
に「
能
力
に
応
じ
て
働
き
、
必
要
に
応
じ
て
受
け
と
る
」と
表
現
し
た
理

論
家
が
い
る
。
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。
近
代
経
済
学
に
対
し
て
す
っ
か
り
評
判

の
悪
く
な
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
は
、
別
名「
政
治
経
済
学political 

econom
y

」と
も
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
看
板
に
掲
げ
る 

権

丈
は
マ
ル
ク
ス
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

 

権
丈
は
、「
社
会
保
障
で
解
く
べ
き
問
い
は
、
社
会
保
障
財
源
調
達
問
題

一
本
に
絞
ら
れ
る
段
階
に
入
っ
た
」﹇ 

権
丈2009b: v

﹈と
い
う
。
そ
し
て「
負
担

増
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
さ
な
い
政
党
に
は
拒
否
権
を
発
動
す
べ
し
」﹇ 

権
丈2009b: 

55

﹈と
ま
で
主
張
す
る
。

社
会
保
障
の
大
き
な
役
割
に
は
、
所
得
の
再
分
配
が
含
ま
れ
る
。
す
な
わ

ち
社
会
保
障
の
根
幹
に
は
貧
困
の
問
題
の
解
決
が
あ
る
。
だ
が
本
書
で
は
、

「
社
会
保
障
」の
内
容
を
、 

権
丈
の
い
う「
医
療・介
護
、
保
育・教
育
」の
四
項

目
に
限
定
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
い
ず
れ
も
市
場
に
お
け
る「
貢
献
原
則
」に
よ

る
配
分
が
機
能
し
な
い
人
々
―
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
人
々
が
市
場
で
一

人
前
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
?

―
換
言
す
れ
ば 

セ
ン
の
い
う

潜
在
能
力
が
低
い
た
め
に「
ニ
ー
ズ
」の
帰
属
先
と
な
っ
た
人
々
、
本
書
で
言

う「
当
事
者
」へ
の
支
援（
広
義
の
ケ
ア
）を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
再
分
配
問
題

に
限
定
す
る
。

財
源
調
達
問
題
が
最
大
で
最
終
の
問
題
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
以
外
の

問
題
群
に
す
で
に
解
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
問
題

に
は
、（
1
）ど
れ
だ
け
の
規
模
の
財
源
を
、（
2
）い
か
な
る
方
法
で
、
調
達

し
、
か
つ（
3
）い
か
な
る
分
配
原
則
で
、（
4
）い
か
な
る
利
用
原
則
の
も
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（
問
い
の
文
章
化
の
し
か
た
）が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
設
問
の
し
か
た

が
変
わ
れ
ば
回
答
が
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
結
果
を
も
っ
て
た
だ

ち
に「
貢
献
原
則
に
支
持
が
高
い
」と
は
言
え
な
い
。
第
二
に
再
分
配
の
回
路

を「
公
共
部
門
中
心
」、
の
ち
に 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン
の
用
語
を
用
い

て「
脱
商
品
化
」の
選
択
と
解
釈
し
て
い
る
が
、 

エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル 

セ
ン

自
身
が
の
ち
に
批
判
を
受
け
た
よ
う
に
、「
脱
商
品
化
」の
選
択
肢
に
は
、
言

い
換
え
れ
ば「
公
共
部
門
」に
は
、
狭
い
意
味
で
の
公（
官
セ
ク
タ
ー
）と
共（
協
セ

ク
タ
ー
）の
下
位
の
選
択
肢
が
あ
り
、「
脱
商
品
化
」す
な
わ
ち
国
家
化
と
は
限

ら
な
い
。
二
〇
〇
〇
年
、
介
護
保
険
施
行
の
年
に
実
施
さ
れ
た
こ
の
調
査
が
、

「
公
共
部
門
」に
つ
い
て
狭
い
解
釈
し
か
持
た
な
い
こ
と
は
、
調
査
者
の
み
な

ら
ず
被
調
査
者
を
含
め
た
時
代
の
限
界
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、 

武
川
の
デ
ー
タ
で
確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
の
は
、
調
査
対
象

者
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が「
高
負
担
」に
同
意
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

O　
E　
C　
D
諸
国
に
比
べ
て
日
本
の
国
民
負
担
率
、
す
な
わ
ち
税・
社
会
保

険
料
の
G　
D　
P
に
占
め
る
割
合
が
低
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本

の
社
会
保
障
給
付
費
の
問
題
点
と
し
て
は
、（
1
）社
会
保
障
給
付
費
の
財
政

支
出
に
占
め
る
割
合
そ
の
も
の
は
国
際
水
準
並
み
だ
が
、
総
額
が
小
さ
い
た

め
に
全
体
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
、（
2
）そ
の
内
訳
が
高
齢
者
福
祉
に
偏

2006

：190
﹈。

I　
再
分
配
の
規
模

 …
…
…
…
…
…
…

高
福
祉
vs
低
負
担 

五
四・七
vs
四
四・三
%

II　
再
分
配
の
方
法（
1
） …
…
…

必
要
vs
貢
献 

四
四・八
vs
五
四・三
%

III　
再
分
配
の
方
法（
2
） …
…
…

選
別
vs
普
遍 

六
〇・八
vs
三
八・五
%

IV　
再
分
配
の
回
路

 …
…
…
…
…
…
…

官
vs
民 

七
一・八
vs
二
七・四
%

 

武
川
に
よ
れ
ば「
伝
統
的
な
福
祉
国
家
」と
は
、「
大
き
な
政
府
」と「
脱
商

品
化
」の
組
み
合
わ
せ
、
す
な
わ
ち
上
述
の
選
択
肢
の
な
か
で
は
、
I 

再
分

配
の
規
模
に
お
け
る
高
福
祉
高
負
担
、
II 

再
分
配
の
方
法（
1
）に
お
け
る

必
要
原
則
、
III 

再
分
配
の
方
法（
2
）に
お
け
る
普
遍
主
義
、
IV 

再
分
配
の

回
路
に
お
け
る
公
共
部
門
中
心
の
選
択
を
意
味
し
て
い
る
。
以
上
の
結
果
か

ら
、 

武
川
が
引
き
出
す
結
論
は
、
日
本
人
は
高
福
祉
高
負
担
、
貢
献
原
則
、

選
別
主
義
、
公
共
部
門
中
心
へ
の
支
持
が
高
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
解
釈
に
は
い
く
つ
か
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
に
II 
再

分
配
の
方
法（
1
）に
お
け
る
必
要
原
則
と
貢
献
原
則
と
は
、 

権
丈
の
い
う

「
貢
献
と
必
要
」と
は
水
準
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
再
分
配
原
則
に
関
す
る

問
い
が「
年
金
や
医
療
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
障
の
給
付
は
、
保
険
料
な

ど
の
支
払
の
実
績
に
応
じ
て
受
け
と
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
」と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、（
1
）年
金
と
医
療
と
い
う
種
類
の
異
な
る
再
分
配
の
財
の

給
付
が
同
じ
問
い
に
含
ま
れ
て
お
り
、（
2
）税
方
式
と
保
険
方
式
と
の
混
同
、

お
よ
び（
3
）応
益
負
担
と
応
能
負
担
の
混
同
を
招
く
よ
う
な
ワ
ー
デ
ィ
ン
グ

❖
5 

S　
P　
S　
C
調
査
と
は
二
〇
〇
〇
年
に 

武
川
グ
ル
ー
プ
が
実
施
し
た
社
会
政
策
と
社
会
意
識

に
関
す
る
大
規
模
な
質
問
紙
調
査
で
あ
る
。
対
象
者
は
全
国
の
満
二
〇
歳
以
上
の
男
女
五
〇
〇
〇

人
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
は
層
化
二
段
無
作
為
抽
出
法
に
よ
る
。
調
査
員
に
よ
る
留
め
置
き
回
収
法
で
、

回
収
率
は
七
九・八
%
で
あ
る
。
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幅
な
減
税（
三
七・五
%
か
ら
三
〇・〇
%
へ
）、（
2
）所
得
税
の
累
進
性
の
い
ち
じ
る

し
い
縮
小（
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
が
五
〇
%
か
ら
三
七
%
へ
）、（
3
）さ
ら
に
資
産
所

得
と
相
続
税
に
対
す
る
優
遇
措
置
が
拡
大
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る﹇
上
野・ 中

西2008: 188

﹈。
す
な
わ
ち
九
〇
年
代
の
日
本（
政
府
）は
、
企
業
と
資
産
家・高

額
所
得
者
を
優
遇
す
る
こ
と
で
格
差
を
容
認
す
る
ネ
オ
リ
ベ
改
革
へ
と
政
策

の
舵
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。 

大
沢
は
こ
の
試
算
に
も
と
づ
い
て
、
現
況
で
要

請
さ
れ
る
規
模
の
社
会
保
障
給
付
財
源
調
達
に
は
、
九
一
年
段
階
へ
の（
1
）

法
人
税
率
の
回
復
、（
2
）累
進
課
税
率
の
回
復
の
ふ
た
つ
が
あ
れ
ば
す
む
と

言
う
。

保
険
方
式
か
ら
税
方
式
へ
と
財
源
を
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、 

広
井

に
よ
れ
ば
、（
1
）高
齢
化
に
と
も
な
っ
て
保
険
原
理（
拠
出
と
給
付
の
均
衡
）が
成

り
立
ち
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、（
2
）社
会
保
険
が
前
提
と
す
る
共
同

体
的
基
盤
と
そ
の
基
礎
と
な
る
企
業（
雇
用
）・家
族
の
画
一
性
が
ゆ
ら
い
で
い

る
か
ら
で
あ
る﹇
上
野・ 中
西
編2008: 209

﹈。
雇
用
を
も
と
に
し
た「
企
業
中
心
」

（ 

大
沢
）の
福
祉
が
成
立
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
同
時
に
家
族
給
を

も
と
に
し
た
世
帯
単
位
の
税・社
会
保
障
の
制
度
設
計
を
無
効
に
す
る
。

上
野・ 中
西
が
提
唱
す
る「
ニ
ー
ズ
中
心
」と
は
あ
く
ま
で「
当
事
者
ニ
ー
ズ

中
心
」で
あ
る
こ
と
で
、
社
会
保
障
の
単
位
を
世
帯
単
位
か
ら
個
人
単
位
へ

と
移
行
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
含
む
。
す
な
わ
ち
雇
用
の
有
無
や
雇
用
の
形
態
、

家
族
の
有
無
や
家
族
構
成
等
に
左
右
さ
れ
な
い
再
分
配
の
原
理
の
構
築
で

あ
る
。

り
、
医
療
、
教
育
、
保
育
へ
の
支
出
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
低
い
こ
と
は
す
で

に
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
な
れ
ば
唯
一
の
解
は
、「
国
民
負
担
率
を
上

げ
る
」こ
と
し
か
な
い
。

国
民
は
い
か
な
る
負
担
増
に
も
た
だ
ち
に
反
対
す
る
だ
ろ
う
か
?　
興
味

深
い
こ
と
に
、 

武
川
の
デ
ー
タ
を
は
じ
め
と
し
て
各
種
の
国
民
意
識
調
査
が

明
ら
か
に
す
る
の
は
、
回
答
者
の
ほ
ぼ
六
割
が「
高
福
祉
高
負
担
」（
そ
れ
が
ど

の
程
度
の
規
模
か
を
別
に
し
て
）に
合
意
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

今
日
の「
福
祉
崩
壊
」「
医
療
崩
壊
」の
現
状
は
、
社
会
保
障
給
付
費
の
規
模
を

引
き
上
げ
る
こ
と
で
し
か
解
決
さ
れ
な
い
こ
と
に
、
多
く
の
人
々
は
す
で
に

気
が
つ
い
て
い
る
の
だ
。 

権
丈
も
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

い
ま
や
市
民
の
多
く
は
、
社
会
保
障
制
度
が
長
期
に
わ
た
り
有
効
に

機
能
し
て
い
く
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
費
用
負
担
を

受
け
入
れ
る
覚
悟
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る（
後
略
）。 
﹇ 
権
丈2009a

﹈

次
に（
2
）再
分
配
の
財
源
調
達
方
式
に
つ
い
て
は
ど
う
か
?　
上
野・ 
中

西
の『
ニ
ー
ズ
中
心
の
福
祉
社
会
へ
』の
な
か
で
、
共
著
者
の
ひ
と
り 

広
井
良

典
は
、（
1
）社
会
保
障
財
源
に
お
い
て
、
保
険
か
ら
税
へ
の
比
重
を
高
め
て

い
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
前
提
に
、（
2
）所
得
税
の
累
進
性
強
化
、（
3
）

消
費
税
の
税
率
ア
ッ
プ
、（
4
）相
続
税
、
環
境
税
、
土
地
課
税
等
の
強
化
ま

た
は
新
設
を
提
唱
し
て
い
る﹇
上
野・ 

中
西
編2008: 209-210

﹈。
同
じ
く
共
著
者

の
ひ
と
り
で
あ
る 

大
沢
真
理
は
、
九
〇
年
代
を
通
じ
て（
1
）法
人
税
率
の
大
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（
1
） 福
祉
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
対
人
サ
ー
ビ
ス
は
、
水
や
電
気
の
よ
う
な
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
と
同
じ
く
生
命
と
健
康
を
支
え
る
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
供
給
に
は
、
市
場
で
は
な
く
公
的
セ
ク
タ
ー
が
責
任
を
持
つ
必
要

が
あ
る
。

（
2
） ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
あ
た
る
対
人
サ
ー
ビ
ス
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
も

と
で
の
需
給
と
価
格
の
変
動
に
さ
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
で
価

格
破
壊
を
、
他
方
で
価
格
の
高
騰
を
防
止
す
る
た
め
に
、
価
格
統
制
の

も
と
で
準
市
場
の
も
と
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る（
脱
商
品
化
）。

（
3
） 購
買
力
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
市
場
に
購
買
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
の
供
給

が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
市
場
に
供
給
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
、
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
に
あ
た
る
対
人
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
公
的
責
任
を
免
責
す

る
こ
と
に
な
る
。

（
4
） と
り
わ
け
ケ
ア
と
い
う
対
人
サ
ー
ビ
ス
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
受
益
者
と
購

買
者
と
が
一
致
し
な
い
場
合
が
多
く
、
こ
の
場
合
は
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
に
と
っ
て
何
が
よ
い
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
か
の
市
場
選
択
が
機
能
し

な
い
。

（
5
） 購
買
力
は
他
の
ど
ん
な
選
択
肢
へ
も
向
け
ら
れ
る
。
当
事
者
が
当
事

者
た
り
え
な
い
場
合（
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
が
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
に
カ
ネ
を
使
う
、
生

活
保
護
受
給
者
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
消
費
す
る
等
）も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
現
金
給
付
が
サ
ー
ビ
ス
の
再
家
族
化
を
促
進
す
る
場
合
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
貨
幣
給
付
よ
り
は
現
物
給
付
の
方
に
合
理
性
が
あ
る
。

再
分
配
の
財
源
調
達
問
題
に
つ
い
て
は
経
済
学
者
に
ゆ
だ
ね
よ
う
。
わ
た

し
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
課
題
は
そ
の
分
配
方
式
の
側
面
で
あ
る
。
上

野・ 

中
西
が『
ニ
ー
ズ
中
心
の
福
祉
社
会
へ
』で
提
言
し
た
の
は
、
結
論
的
に

い
え
ば
、
以
下
の
選
択
肢
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
制
度
の
構
築
で
あ
る
。

（
3
）再
分
配
の
分
配
原
則
に
つ
い
て
は
普
遍
主
義
を
、（
4
）再
分
配
の
負

担
原
則
に
つ
い
て
は
無
償
も
し
く
は
応
能
負
担
を
、（
5
）再
分
配
の
資
源
に

つ
い
て
は
貨
幣
給
付
よ
り
は
サ
ー
ビ
ス
給
付
を
、（
6
）再
分
配
の
媒
介（
回

路
）に
つ
い
て
は
協
セ
ク
タ
ー
の
育
成
を
。
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
制
度
を
実

現
す
る
の
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な「
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
」で
あ
る
。

社
会
保
障
を
所
得
の
再
分
配
に
還
元
す
る
だ
け
で
は
、
十
分
で
は
な
い
。

 

権
丈
が
言
う
よ
う
に
、
所
得
と
必
要（
ニ
ー
ズ
）は「
独
立
に
発
生
す
る
」﹇ 

権
丈

2009: 61

﹈。
3
章
の
ニ
ー
ズ
論
に
立
ち
返
れ
ば
、
ニ
ー
ズ
の
う
ち
、
購
買
力

に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
け
を
需
要（
デ
マ
ン
ド
）と
呼
ぶ
な
ら
、
所
得
を
と
も

な
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
購
買
力
と
結
び
つ
か
な
い
ニ
ー
ズ
が
、
狭
い
意
味

で
の
福
祉
ニ
ー
ズ
だ
と
言
え
る
。
こ
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
に
は
、
ふ
た
つ
の

選
択
肢
、
ひ
と
つ
は
所
得
そ
の
も
の
を
再
分
配
す
る
こ
と
を
通
じ
て
購
買
力

を
与
え
る
こ
と
で
必
要
を
満
た
す
手
段
を
手
に
入
れ
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ

は
直
接
的
に
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
対
人
サ
ー
ビ
ス
を
公
的
責
任
に
お
い
て
供
給

す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
示
す
い
く
つ
も
の
理
由
で
、
わ
た
し
と 

中
西
は

後
者
を
支
持
し
て
い
る
。

ニ
ー
ズ
中
心
の
福
祉
社
会
へ

―「
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
」の
構
想

4
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は
あ
っ
て
も
購
買
力
が
と
も
な
わ
な
い
。
そ
の
た
め
支
援
費
制
度
か
ら
自
立

支
援
法
へ
の
移
行
に
と
も
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
使
え
た
サ
ー
ビ
ス
を
使
え
な

く
な
る
こ
と
で
地
域
で
の
自
立
生
活
か
ら
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
障
害

者
も
い
た
し
、
そ
れ
に
と
も
な
う
家
族
の
負
担
増
が
見
ら
れ
、「
障
害
者
に

死
ね
と
い
う
の
か
」と
い
う
怨
嗟
の
声
も
聞
か
れ
た
。

そ
れ
以
前
の
支
援
費
制
度
で
も
、
老・障
統
合
へ
の
激
し
い
抵
抗
が
あ
っ

た
の
は
、
介
護
保
険
に
付
さ
れ
た
利
用
料
上
限
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
二
四
時
間
要
介
助
の
全
身
性
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
利
用
料

制
限
は
文
字
ど
お
り「
死
ね
」と
い
う
に
等
し
い
。
こ
の
と
き
は
障
害
者
団
体

が
車
椅
子
で
厚
労
省
に
押
し
か
け
る
な
ど
の
示
威
行
動
を
と
も
な
う
運
動
に

よ
っ
て
、
こ
の
上
限
は
撤
廃
さ
れ
た
。
自
治
体
ご
と
に
温
度
差
は
あ
っ
た
も

の
の
、
こ
の
制
度
は
在
宅
障
害
者
の
潜
在
ニ
ー
ズ
を
掘
り
起
こ
す
効
果
を
持

ち
、
そ
の
せ
い
で
支
援
費
制
度
の
費
用
が
政
府
の
予
想
を
越
え
て
う
な
ぎ
登

り
に
昇
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

介
護
保
険
と
障
害
者
自
立
支
援
法
と
が
い
ず
れ
も「
自
立
支
援
」を
謳
い
な

が
ら
、
そ
の「
自
立
」の
概
念
が
い
ち
じ
る
し
く
違
う
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
。
介
護
保
険
に
お
け
る「
自
立
」と
は
、
介
護
を
受
け
な
い
状
態
の

こ
と
を
指
す
。
こ
れ
に
対
し
て
自
立
支
援
法
に
お
け
る「
自
立
」と
は
、
介

助
を
得
て
自
分
の
行
動
を
自
己
決
定
で
き
る
状
態
を
指
す
。
障
害
者
は「
介

護
」と
い
う
用
語
を
忌
避
し
て「
介
助
」を
用
い
る
。「
介
護care

」と「
介
助

assistance
」の
用
語
の
違
い
に
も
、
高
齢
者
と
障
害
者
の「
自
立
」概
念
の
違

い
が
表
れ
て
い
る
。「
介
護
」と
は「
依
存
的
な
存
在
」へ
の
ケ
ア
、「
介
助
」と

そ
の
う
え
で
、 

中
西
が
提
唱
す
る
の
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な「
社
会
サ
ー
ビ

ス
法
」の
制
定
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は（
1
）「
財
源
を
確
保
し
た
う
え
」で
、

（
2
）「
当
事
者
主
権
」に
基
づ
き
、（
3
）高
齢・
障
害
を
統
合
し
た
、（
4
）税

負
担
に
よ
る
、（
5
）公
的
機
関
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
保
障
す
る
制
度
の
構
築

で
あ
る﹇
上
野・ 中
西
編2008: 248

﹈。
わ
た
し
は
そ
れ
に
加
え
て
、
ケ
ア
を
必
要

と
す
る
高
齢
者・障
害
者・乳
幼
児
を
含
め
た
老・障・幼
統
合
の
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
な「
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
」を
提
案
し
た
い
。

介
護
保
険
が
成
立
し
た
と
き
か
ら
老・障
統
合
は
政
策
課
題
で
あ
り
つ
づ

け
て
き
た
。
と
い
う
の
も
障
害
者
団
体
が
自
負
す
る
よ
う
に
、「
措
置
か
ら

契
約
へ
」「
恩
恵
か
ら
権
利
へ
」と
い
う
介
護
保
険
の
理
念
そ
の
も
の
は
、
障

害
者
団
体
の
長
き
に
わ
た
る
権
利
獲
得
運
動
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
り
、
介
護
保
険
は
い
わ
ば
、
歴
史
的
に
は
あ
と
か
ら
成
立
し
た
障
害
者
支

援
費
制
度
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
老・障
統
合
が
政
策
の
テ
ー
ブ
ル
に
上
が
る
た
び
に
、
障
害
者
団
体
の

激
し
い
反
対
に
遭
っ
て
き
た
。
そ
の
う
え
、
二
〇
〇
五
年
の
障
害
者
自
立
支

援
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
、
障
害
者
団
体
は
大
き
な
抵
抗
を
示
し
た
。
と
い

う
の
も
二
〇
〇
三
年
の
支
援
費
制
度
の
も
と
で
は
応
能
負
担（
支
払
い
能
力
に
応

じ
た
負
担
）で
あ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
給
付
が
、
二
〇
〇
六
年
に
は
応
益
負
担（
受
益

に
応
じ
た
負
担
）に
移
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
障
害
者
年
金
は
一
級
障

害
者
で
年
額
一
〇
〇
万
円
に
満
た
な
い
給
付
水
準
に
と
ど
ま
る
。
多
く
の
障

害
者
は
現
在
の
市
場
社
会
で
は「
貢
献
原
則
に
応
じ
た
」分
配
を
受
け
と
る
こ

と
が
で
き
な
い
人
々
で
あ
る
。
収
入
の
な
い
障
害
者
に
は
、
た
と
え
ニ
ー
ズ
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準
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
将
来
に
わ
た
っ
て
も
絶

対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
危
惧
さ
れ
た
た
め
に
、
老・障
統
合
案

が
提
示
さ
れ
る
た
び
に
、
そ
の
つ
ど
障
害
者
団
体
は
反
対
し
て
き
た
の
で
あ

り
、
そ
の
反
対
に
は
根
拠
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
も
し
高
齢
者
の
不
満
が

障
害
者
福
祉
の「
優
遇
」に
向
か
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
社
会
的
弱
者
の
分
断
支
配
と
い
う
、
ま
ち
が
っ
た
政
治
的
な
誘
導
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も
高
齢
者
福
祉
の
一
歩
先
を
行
っ
た
の

は
障
害
者
の
政
策
提
案
だ
っ
た
。
障
害
者
福
祉
が
到
達
し
た
水
準
に
よ
っ
て

高
齢
者
福
祉
も
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て
き
た
の
だ
。
と
い
う
の
も
超
高
齢
化

社
会
と
は
、
大
な
り
小
な
り
だ
れ
も
が「
中
途
障
害
者
」と
な
る
社
会
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
障
害
者
は「
先
を
行
く
モ
デ
ル
」（ 

小
山
内
美
智
子
）を
示
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

介
護
保
険
法
が
保
険
方
式
に
な
り
、
か
つ
利
用
者
の
応
益
負
担
に
な
っ
た

こ
と
に
対
し
て
大
き
な
反
対
が
聞
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
重
要
な
背
景
が

あ
る
。
そ
れ
は
年
金
制
度
の
確
立
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
多
く
の
高
齢

者
に
は
障
害
者
に
は
な
い
購
買
力
が
あ
る
か
ら
だ
。
事
実
、
介
護
保
険
の
利

用
料
負
担
を
め
ぐ
る
各
種
の
調
査
結
果
を
見
る
と
、
利
用
料
は
年
金
を
含
む

利
用
者
本
人
の
フ
ト
コ
ロ
か
ら
で
て
お
り
、
最
重
度
の
要
介
護
度
5
の
利

用
者
、
利
用
上
限
額（
約
三
六
万
円
）の
本
人
一
割
負
担
約
三・
六
万
円
で
さ
え
、

年
金
で
負
担
で
き
る
限
度
額
を
超
え
な
い
よ
う
に
家
族
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る6

❖

。
こ
の
こ
と
は
、
世
帯
分
離
の
傾
向
以
前
に
、
た
と

え
同
一
世
帯
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
で
も
、
高
齢
者
と
そ
の
子
世
帯
と
の

は
ニ
ー
ズ
は
あ
る
が「
自
立
し
た
個
人
」へ
の
援
助
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
照
性
が
生
ま
れ
た
の
も
、
3
章
で
論
じ
た
よ
う

に
、
障
害
者
に
比
べ
て
高
齢
者
が「
当
事
者
に
な
る
」契
機
を
持
た
ず
、
権
利

を
闘
い
と
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
念
の
違
い
は
、
ふ
た
つ
の
制
度
の
使
い
勝
手
の
違
い
と
し

て
表
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
障
害
の
程
度
が
固
定
す
る
な
ら
、
高
齢
者
も
障
害

者
認
定
を
受
け
て
障
害
者
自
立
支
援
法
の
適
用
対
象
と
な
っ
た
ほ
う
が
は
る

か
に
有
利
で
あ
る
。
と
り
わ
け
違
い
が
突
出
す
る
の
は「
社
会
参
加
の
権
利
」

で
あ
る
。
移
動
に
障
害
が
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
社
会
参
加
が
阻

ま
れ
て
い
る
障
害
者
の「
ニ
ー
ズ
」に
自
立
支
援
法
は
応
え
て
お
り
、
そ
の
社

会
参
加
に
は「
学
校
へ
行
く
こ
と
」や「
職
場
へ
行
く
こ
と
」、「
友
人
を
訪
ね

る
こ
と
」「
教
養
娯
楽
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
」な
ど
が
含
ま
れ
る
。
自
立
支

援
法
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
に
は
、
そ
う
し
た
移
動
介
助
サ
ー
ビ
ス

が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
移
動
介
助
が
高
齢
者
に
も
自
由
に
使
え
る
な

ら
、
彼
ら
は
な
に
も
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
な
ど
に
通
わ
な
く
て
も
よ
い
。
行

き
た
い
と
こ
ろ
へ
行
き
、
会
い
た
い
人
に
会
い
、
趣
味
の
活
動
を
仲
間
と

シ
ェ
ア
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
徹
底
し
て
個
人
の
ニ
ー
ズ
を
中
心
と

し
て
サ
ー
ビ
ス
が
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
自
立
支
援
法
は
介

護
保
険
よ
り「
当
事
者
主
権
」の
う
え
で
、
一
歩
も
二
歩
も
先
を
行
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
も
し
老・障
統
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
障
害
者
福
祉

の
水
準
に
高
齢
者
福
祉
の
水
準
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
逆
、
高
齢
者
福
祉
の
限
定
的
な
水
準
に
障
害
者
福
祉
の
水
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ド
イ
ツ
の
制
度
と
の
大
き
な
違
い
は
、
在
宅
の
家
族
介
護
者
に
現
金
給
付
を

選
択
肢
と
し
て
与
え
る
か
ど
う
か
だ
っ
た
。
こ
れ
に
反
対
し
た
の
は
、「
高

齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」の
代
表 

樋
口
恵
子
ら
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に

は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
現
金
給
付
は「
嫁
の
介
護
」を
固

定
化
す
る
結
果
に
な
り「
介
護
の
社
会
化
」に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
、

「
現
金
給
付
」を
選
ぶ
人
が
多
け
れ
ば
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
の
た
め
の
基

盤
整
備
を
す
る
た
め
の
保
険
者（
自
治
体
）の
責
任
が
免
責
さ
れ
る
と
い
う
理

由
か
ら
だ
っ
た
。
実
際
に
は
ド
イ
ツ
で
は
制
度
施
行
後
、
現
金
給
付
を
選
択

す
る
利
用
者
が
お
よ
そ
半
分
あ
り
、
予
想
ど
お
り
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
基
盤
整

備
は
す
す
ん
で
い
な
い
。
そ
し
て
も
っ
と
お
そ
ろ
し
い
こ
と
は
、
現
金
給
付

を
選
ん
だ
家
族
介
護
者
が
い
っ
た
い
在
宅
で
ど
ん
な
ケ
ア
を
し
て
い
る
か
を
、

誰
も
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

介
護
保
険
の
老・障
統
合
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
を
四
〇
歳
以
上
か
ら

二
〇
歳
以
上
に
変
更
し
、
加
齢
に
か
か
わ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
障
害
に
関
し
て
、

要
介
護
状
態
が
発
生
し
た
ら
誰
で
も
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
し
よ
う
と
い
う
提
案
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
く
り
か
え
し
あ
っ
た
。
仮
に
障

害
者
を
対
象
に
含
め
て
も
、
年
齢
に
応
じ
て
要
介
護（
介
助
）者
が
発
生
す
る

確
率
は
年
齢
が
若
い
ほ
ど
低
い
か
ら
、
財
政
的
に
は
今
よ
り
安
定
す
る
だ
ろ

う
こ
と
も
予
想
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
は
こ
れ
に
乳
幼
児
の
ケ
ア
を
統
合
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

老・障・幼
の
統
合
へ

5

あ
い
だ
に
家
計
分
離
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。

二
〇
〇
八
年
度
の
介
護
保
険
財
政
報
告
は
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
に
、
黒
字

の
結
果
と
な
っ
た
。
介
護
認
定
を
受
け
た
利
用
者
の
多
く
が
、
利
用
料
の
上

限
ま
で
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
も
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
利
用
抑
制
の
傾
向
に
は
、
二
〇
〇
六
年
改
訂
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
使
い
に

く
く
な
っ
た
こ
と
も
理
由
に
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
実
際
に

は
高
齢
者
の
カ
ネ
の
管
理
を
し
て
い
る
家
族
が
、
本
人
の
年
金
の
範
囲
内
で

利
用
料
が
収
ま
る
よ
う
に
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
も
し
年
金
制
度
が
な
か
っ
た
ら
?　
高
齢
者
に
自
分
の
収
入
が
な
け

れ
ば
、
お
そ
ら
く
子
世
帯
は
利
用
可
能
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
自
分
た
ち
の
フ
ト
コ
ロ
を
痛
め
て
ま
で
は
利
用
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
い

う
の
が
わ
た
し
の
予
測
で
あ
っ
た
。
よ
ほ
ど
の
富
裕
層
で
な
い
か
ぎ
り
、
子

世
代
は
経
済
的
な
負
担
に
耐
え
る
よ
り
は
、
ケ
ア
の
負
担
に
耐
え
る
ほ
う
を

選
ぶ
だ
ろ
う
。
そ
う
や
っ
て
調
達
さ
れ
た
家
族
介
護
の
質
は
、
誰
か
ら
も
問

わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
高
齢
者
自
身
に
所
得
が
発
生
す
る
と
い
う
年
金
制

度
の
確
立
と
、
応
能
負
担
と
応
益
負
担
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
介
護
保
険

制
度7

❖

と
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
の
も
と
に
あ
る
。
高
齢
者
に
購
買
力
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
有
償
の
介
護
保
険
制
度
は
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
想
定
は
、
日
本
の
介
護
保
険
に
現
金
給
付
を
選
択
肢
と
し
て
導
入
し

な
か
っ
た
こ
と
の
正
当
化
に
つ
な
が
る
。
日
本
の
介
護
保
険
は
ド
イ
ツ
の
介

護
保
険
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
だ
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
た
が
、
実
際
に
は
そ

の
質
に
お
い
て
も
量
に
お
い
て
も
、
似
て
非
な
る
も
の
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
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の
優
先
順
位
を
持
っ
て
い
る
」と
彼
は
い
う
。「「
子
ど
も
は
社
会
み
ん
な
で

育
て
る
」と
い
う
考
え
に
基
づ
い
た
子
育
て
の
社
会
化
政
策
を
展
開
す
る
必

要
」が
あ
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も「
G　
D　
P
に
占
め
る
社
会
保
障
費
全
体
の

割
合
が
小
さ
い
た
め
に
、
高
齢
期
向
け
の
社
会
保
障
支
出
は
決
し
て
大
き
く

は
な
い
の
に
、（
中
略
）日
本
で
は
高
齢
者
に
優
先
的
に
お
金
が
回
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
」た
め
、「
一
刻
も
早
く
子
育
て
の
社
会
化
を
は
か
ら

な
い
と
、
国
民
の
間
に
分
断
が
起
こ
り
、
社
会
保
障
全
体
の
安
定
が
危
な
く

な
」る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
目
に
は「
す
で
に
高
齢
期
向
け
の
社
会
保
障
制
度

へ
の
攻
撃
が
開
始
さ
れ
、
勢
い
を
増
し
そ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り
、「
早
く
手

を
打
た
な
い
と
相
当
に
危
な
い
」」と
見
え
て
い
る﹇ 

権
丈2009: 252-253

﹈。

社
会
保
障
が
世
代
間
対
立
の
ア
リ
ー
ナ
と
な
る
こ
と
は
、
社
会
保
障
を
抑

制
し
た
い
人
た
ち
に
と
っ
て
有
利
に
は
た
ら
く
だ
ろ
う
。
老・障・幼
を
統
合

し
た「
い
つ
で
も
、
誰
で
も
、
必
要
が
あ
る
と
き
に
」権
利
と
し
て
得
ら
れ

る
ケ
ア・
サ
ー
ビ
ス
を
保
障
す
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な「
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
」は
、

こ
う
し
た
世
代
間
分
断
を
防
ぐ
た
め
に
も
有
効
な
は
ず
だ
。

老・障・幼
の
統
合
は
、
世
代
間
分
配
公
正
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
家

族
の
介
護
力
が
低
下
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
家
族
の
育
児
力
も
低
下
し
て

い
る
。
い
な
、
誤
解
を
招
く
言
い
方
を
避
け
れ
ば
、 

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が『
家

「
ケ
ア
の
社
会
化
」の
巨
大
な
一
歩
が
介
護
保
険
な
ら
、
二
歩
め
が
障
害
者
自

立
支
援
法
、
そ
の
完
成
が
老・
障・
幼
統
合
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な「
社
会
サ
ー

ビ
ス
法
」で
あ
る
。
す
な
わ
ち
年
齢
と
家
族
構
成
を
問
わ
ず
、
ケ
ア
が
必
要

な
状
態
の
個
人
に
、
対
人
サ
ー
ビ
ス
を
権
利
と
し
て
給
付
す
る
と
い
う
制
度

で
あ
る
。
要
支
援
状
態
が
年
齢
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
理
由
は
な
い
。
ま
た

そ
の
必
要（
ニ
ー
ズ
）が
、
ど
の
よ
う
な
原
因
で
発
生
し
た
か
を
問
う
必
要
も

な
い
。
介
護
保
険
で
は
1
号
被
保
険
者
を
六
五
歳
以
上
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
、

そ
れ
以
下
の
年
齢
で
も
要
介
護
状
態
が「
加
齢
に
伴
う
疾
病
や
障
害
」か
ら
ひ

き
お
こ
さ
れ
た
と
き
だ
け
を
利
用
の
条
件
と
し
て
い
る
。
他
方
で
交
通
事
故

に
よ
る
後
遺
障
害
で
も
、
六
五
歳
以
上
な
ら
介
護
保
険
の
利
用
資
格
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
こ
の
区
分
は
論
理
的
で
も
な
け
れ
ば
整
合
性
も
な
い
。
こ
の
制

限
の
目
的
は
た
っ
た
ひ
と
つ
、
利
用
抑
制
効
果
し
か
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ

の
不
合
理
は
明
ら
か
で
あ
る
。
仮
に
老・障
統
合
で
二
〇
歳
以
上
を
対
象
と

し
た
場
合
に
は
、
二
〇
歳
未
満
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
?　
支
援
が
必
要

な
こ
と
に
お
い
て
、
年
齢
の
制
約
は
意
味
を
持
た
な
い
。
そ
し
て
乳
幼
児
が

そ
の
成
長
の
た
め
に
他
者
か
ら
の
支
援
の
必
要
な
個
人
で
あ
る
こ
と
は
、
誰

も
が
知
っ
て
い
る
。

介
護
保
険
は「
介
護
の
社
会
化
」を（
一
部
）実
現
し
た
が
、「
育
児
の
社
会

化
」が
、
世
代
間
分
配
の
公
平
か
ら
考
え
て
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、 

権
丈

は
力
説
す
る
。
日
本
の
社
会
保
障
給
付
費
は
、
高
齢
者
に
偏
り
子
育
て
世
代

に
い
ち
じ
る
し
く
配
分
が
少
な
い
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
子

育
て
の
社
会
化
は
社
会
保
障
政
策
の
中
で
、
最
も
高
い
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど

❖
6 

わ
た
し
た
ち
の
共
同
研
究
に
よ
る
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
利
用
者
調
査
に
お
い
て
も
同
様

な
結
果
が
得
ら
れ
た
。

❖
7 

利
用
料
は
応
益
負
担
だ
が
、
保
険
料
は
所
得
に
応
じ
て
減
免
さ
れ
る
応
能
負
担
と
な
っ
て

い
る
。
生
活
保
護
世
帯
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
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も
や
発
達
障
害
の
子
ど
も
を
見
守
る
ケ
ア
は
、
認
知
症
ケ
ア
と
通
じ
る
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う8

❖

。

育
児
の
よ
い
と
こ
ろ
は
介
護
と
違
っ
て
、
成
長
に
と
も
な
っ
て「
要
支
援

度
」が
軽
減
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
な
か
に
は
要
支
援
度
が
変
化
し
な
い

障
害
児
や
発
達
障
害
の
子
ど
も
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
も「
要
支
援
度
」

認
定
が
高
い
ま
ま
な
ら
、
利
用
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
が
長
期
に
わ
た
っ
て
保
証

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
誕
生
か
ら
死
ま
で
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
、

何
歳
で
も
、
ど
ん
な
理
由
で
も
、
誰
で
も
、
ケ
ア
が
必
要
な
状
態
に
な
っ
た

ら
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
包
括
的
な
制
度
が
で
き
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
ケ
ア
の
必
要
な
状
態
か
ら
そ
う
で
な
い
状
態

へ
は
、
そ
し
て
そ
の
逆
の
方
向
の
過
程
に
も
、
な
だ
ら
か
な
連
続
性
が
あ
り
、

「
障
害
者
」と
は
特
別
な
人
々
に
与
え
ら
れ
る
例
外
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な

い
こ
と
も
、
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
残
さ
れ
た
問
い
が
あ
る
。
そ
れ
は「
再
分
配
」の
前
提
と
な
る「
連

帯
」の
範
囲
、
す
な
わ
ち
誰
と
連
帯
す
る
の
か
?
　
と
い
う
根
源
的
な
問
い

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
3
節
に
掲
げ
た（
7
）再
分
配
の
範
囲
を
ど
の
範
囲
に
ま

で
拡
張
す
る
か
と
い
う
、「
境
界
の
定
義
」に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
。
社
会
保

障
の
権
利
を「
社
会
権
」の
よ
う
な「
市
民
権
」の
一
部
と
見
な
す
な
ら
ば
、
こ

の
問
い
は
、
誰
が「
市
民
権citizenship

」の
持
ち
主
な
の
か
、
と
い
う
問
い

に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

誰
と
連
帯
す
る
の
か

6

族
、
積
み
過
ぎ
た
方
舟
』で
論
じ
た
よ
う
に
、
育
児・介
護
を「
私
事
化
」し
た

近
代
家
族
そ
の
も
の
が
最
初
か
ら
破
綻
を
予
期
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
育
児
も
介
護
も
家
族
だ
け
が
担
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
家

族
の
あ
い
だ
だ
け
で
子
ど
も
が
育
っ
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
失
わ
れ
た
共

同
性
に
代
わ
っ
て
新
た
な
共
同
性
の
回
復
を
求
め
る
志
向
が
、「
育
児
の
社

会
化
」や「
介
護
の
社
会
化
」に
は
あ
る
。
そ
し
て
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
き

た
い
が
、「
社
会
化
」と
は
決
し
て「
国
家
化
」と
同
じ
で
は
な
い
。

育
児
手
当
の
よ
う
な
現
金
給
付
で
は
な
く
、
直
接
の
サ
ー
ビ
ス
給
付
を
再

分
配
の
資
源
と
す
る
と
い
う
点
で
も
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
は「
当
事
者
主
権
」

の
理
念
に
即
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
育
児
給
付
は
家
族
介
護
者
に
支
払

わ
れ
る
現
金
給
付
と
理
念
上
は
パ
ラ
レ
ル
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
育
児

給
付
は
育
児
を
担
当
す
る
者
の
所
得
保
障
と
い
う
含
意
を
持
っ
て
お
り
、
子

ど
も
に
直
接
与
え
ら
れ
る
給
付
で
は
な
い
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な「
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
」の
も
と
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
給
付
の

対
象
に
究
極
の「
要
介
護
度
5
」、
寝
た
き
り
で
自
力
で
寝
返
り
を
打
つ
こ
と

が
で
き
ず
、
食
事
介
助
が
不
可
欠
で
垂
れ
流
し
の
存
在
、
す
な
わ
ち
高
齢
者

の
み
な
ら
ず
乳
児
が
お
の
ず
と
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
要
介
護
度

と
い
う
用
語
が
ふ
さ
わ
し
く
な
け
れ
ば「
要
育
児
度
」と
命
名
し
て
も
よ
い
。

あ
る
い
は
す
べ
て
の
対
象
に
適
用
可
能
な
、「
要
支
援
度
」と
い
う
用
語
を
採

用
す
れ
ば
よ
い
。
高
齢
者
と
乳
幼
児
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
違
い
は
、
体
重
で

あ
る
。
介
護
と
は
体
重
と
の
闘
い
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら

要
介
護（
育
児
）度
に「
体
重
係
数
」を
か
け
れ
ば
よ
い
。
ま
た
多
動
性
の
子
ど
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民
が
言
語
や
文
化
の
滞
在
コ
ス
ト
に
耐
え
て
ま
で
日
本
に
在
住
す
る
と
し
た

ら
、
そ
こ
に
市
場
が
提
供
す
る
労
働
機
会
が
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。「
貢

献
に
応
じ
た
分
配（
雇
用
を
通
じ
た
所
得
）」を
彼
ら
が
受
け
と
り
、
そ
の
所
得
に

応
じ
た
税
負
担
に
応
じ
る
限
り
、
そ
の
人
々
が「
必
要
に
応
じ
た
分
配
」を
受

け
と
る
こ
と
を
拒
む
理
由
は
何
ひ
と
つ
な
い
。
そ
の
た
め
の
条
件
は
、
ま
ず

市
場
に
お
け
る「
貢
献
に
応
じ
た
分
配
」が
国
籍
を
問
わ
ず
公
正
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
日
本
社
会
の
生
産・再
生
産
に
貢
献
し
た
外
国
人
労
働
者
た
ち

が
、
日
本
に
お
け
る
福
祉
多
元
社
会
の
受
益
者
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ

ろ
う
。
彼
ら
み
ず
か
ら
の
再
生
産（
出
産
と
育
児
、
死
と
看
取
り
を
含
め
て
）を
こ
の

社
会
に
託
せ
る
か
ど
う
か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
構
想
は
紙
上
の
プ
ラ
ン
、
絵
に
描
い
た
餅
に
す
ぎ
な
い
と

聞
こ
え
る
だ
ろ
う
か
。 

中
西
は
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を

提
案
す
る
。
そ
れ
は
高
齢
者
、
障
害
者
を
問
わ
な
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ニ
ー

ズ
当
事
者
を
組
織
化
し
連
携
し
た「
福
祉
ユ
ー
ザ
ー
ユ
ニ
オ
ン
」二
〇
〇
〇
万

人
の
組
織
化
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
万
人
と
い
う
数
字
は
荒
唐
無
稽
な
数
字
だ

ろ
う
か
。

当
事
者
運
動
へ
向
け
て

7

福
祉
多
元
社
会
論
は
、
そ
れ
が
い
か
に「
多
元
」社
会
を
謳
っ
て
い
て
も
、

主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
国
家
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
は「
ケ

ア
の
人
権
ア
プ
ロ
ー
チ
」を
採
用
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で「
人
権
」と
は
あ

く
ま
で
国
家
と
の
契
約
関
係
に
お
い
て
発
生
す
る「
市
民
権
」に
限
定
さ
れ
て

き
た﹇
上
野2006a

﹈。
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
触
れ
な
い
で
き
た

困
難
な
問
い
、
福
祉
国
家
に
不
可
避
に
と
も
な
う
排
外
主
義
や
排
他
性
に
ぶ

つ
か
る
こ
と
に
な
る
。
福
祉
国
家
論
が
福
祉
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
親
和
性
が

高
い
こ
と
は
、
記
憶
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
社
会
保
障
に
は
、
原
理
的
に
、

そ
の
受
益
者
の
範
囲
を
、（
1
）加
入
者
、（
2
）国
民
、（
3
）外
国
人
を
含
め

た
住
民
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
限
定
し
た
り
拡
大
し
た
り
す
る
選
択
肢

が
あ
る
。
国
民
年
金
の
よ
う
な
社
会
保
険
制
度
は
、
拠
出
に
応
じ
た
受
益
を

原
則
と
し
て
い
る
。
健
康
保
険
や
介
護
保
険
も
加
入
者
の
み
を
受
益
の
範
囲

と
し
て
い
る
点
で
例
外
で
は
な
い
。
国
民
健
康
保
険
は
、
ス
タ
ー
ト
当
初
に

は
加
入
資
格
を
文
字
ど
お
り「
国
民（
日
本
国
籍
保
有
者
）」に
限
定
し
て
き
た
が
、

八
一
年
の
改
正
で
外
国
人
定
住
者
に
も
加
入
資
格
を
認
め
た
。
介
護
保
険
制

度
は
、
そ
の
点
、
成
立
の
当
初
か
ら
定
住
外
国
人
の
加
入
を
認
め
た
点
で
画

期
的
な
法
律
で
あ
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
保
険
料
負
担
に
応
じ
た
加

入
者
の
み
を
受
益
の
対
象
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な「
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
」の
受
益
者
が
、
定
住・
非
定
住
を

問
わ
ず
、
国
籍
を
問
わ
な
い「
住
民
」や「
滞
在
者
」に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
?　
福
祉
多
元
社
会
の
四
つ
の
セ
ク
タ
ー
が
相
互

補
完
的
に
機
能
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
可
能
だ
と
答
え
た
い
。
外
国
人
住

❖
8 

直
接
手
を
出
す
こ
と
の
な
い「
見
守
り
」も
重
要
な
ケ
ア
で
あ
る
こ
と
は
、
育
児
を
経
験
し

た
者
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
点
で
も
、
認
知
症
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た 

小

澤
勲﹇2003

﹈が
、
自
閉
症
な
ど
子
ど
も
の
発
達
障
害
の
研
究
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
示
唆
的
で

あ
る
。
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ニ
ー
ズ
の
主
体
で
あ
る
当
事
者
の
組
織
化
と
連
携
が
必
要
な
ゆ
え
ん
で

あ
る
。 

﹇
上
野・ 中
西
編2008: 260

﹈

介
護
保
険
制
定
に
あ
た
っ
て
は
九
六
年
に
設
立
さ
れ
た「
介
護
の
社
会
化

を
す
す
め
る
一
万
人
市
民
委
員
会
」の
貢
献
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ

て
い
る
。
た
び
か
さ
な
る
介
護
保
険
改
訂
へ
の
危
機
感
か
ら
、
二
〇
〇
八
年

に
は「
介
護
保
険
を
持
続・発
展
さ
せ
る
一
〇
〇
〇
万
人
の
輪
」が
設
立
さ
れ

た
。
二
〇
二
五
年
の
日
本
社
会
の
高
齢
化
率
予
想
と
さ
れ
る
二
五
%
を
考

え
れ
ば
、
当
事
者
と
そ
の
予
備
軍
、
家
族
、
事
業
者
、
ワ
ー
カ
ー
、
専
門

家
、
研
究
者
等
々
の
規
模
が
二
〇
〇
〇
万
人
の
規
模
に
達
す
る
の
は
、
根

拠
の
な
い
空
想
で
は
な
い
。 

中
西
が
お
手
本
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
A　
A　
R

　
P（
全
米
退
職
者
連
盟
）は
加
入
者
三
九
〇
〇
万
人
を
擁
し
、
選
挙
の
た
び
に
あ

ら
ゆ
る
政
党
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る
集
団
で
あ
る
。
日
本
で
も
二
〇 

〇
〇
万
人
の
当
事
者
ニ
ー
ズ
を
代
表
す
る
団
体
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
政
治
的

影
響
力
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
政
策
の
影
響
を

受
け
る
人
々
で
は
な
く
、
政
策
に
影
響
を
与
え
る
人
々
に
な
る
だ
ろ
う
。

な
に
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
が「
当
事
者
に
な
っ
て
」こ
な

か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て「
当
事
者
主
権
」を
行
使
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
当
事
者
で
あ
る
こ
と
、
当
事
者
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
当
事
者
に
対
す

る
想
像
力
さ
え
あ
れ
ば
、
当
事
者
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
社
会
を
構
想
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
し
、
そ
の
道
筋
も
確
実
に
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
と 

中
西
は

と
も
に
提
示
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
在
の
当
事
者
の
た
め
ば
か
り
で
は
な

 
中
西
は
言
う
。

現
在
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
二
五
〇
〇
万
人
、
障
害
者
は

七
二
三
万
人
、
あ
わ
せ
て
三
二
〇
〇
万
人
以
上
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々

は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
潜
在
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
実
際
の
ユ
ー
ザ
ー
は
二
〇
〇
八
年
時
点
で
高
齢
者
三
六
八
万
人

（
介
護
保
険
利
用
者
）、
障
害
者
四
四
万
人
。
二
〇
二
五
年
に
は
高
齢
化
率

が
二
五
%
に
な
る
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
超
高
齢
化
に
と
も
な
っ
て
後

期
高
齢
者
も
増
加
す
る
か
ら
、
要
介
護
率
も
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
ま
た
慢
性
疾
患
や
認
定・
非
認
定
の
難
病
患
者
、
障
害
認
定
を
受

け
て
い
な
い
精
神
疾
患
の
患
者
た
ち
も
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
潜
在
ユ
ー

ザ
ー
で
あ
ろ
う
。 
﹇
上
野・ 中
西
編2008: 260

﹈

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
超
高
齢
社
会
の
も
と
で
は
、
誰
も
が
サ
ー
ビ
ス

ユ
ー
ザ
ー
に
な
る
潜
在
的
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
中
西
は
こ

れ
に
続
け
て
言
う
。

こ
れ
か
ら
ニ
ー
ズ
が
大
き
く
な
る
い
っ
ぽ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
ら

の
人
た
ち
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
は
、
ま
ず
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
財

源
を
大
幅
に
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
そ
れ
も
当
事
者
か
ら
の
強
い
要
求
が
あ
っ
て
こ
そ
の
成
果
で
あ

ろ
う
。
要
求
し
な
い
も
の
が
向
こ
う
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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で
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
に「
社
会
連
帯
」に
対
す
る
希
望
を
与

え
る9

❖

。
「
依
存
的
な
存
在
」を
め
ぐ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
な
課
題
は
、
高
齢

者
だ
け
で
な
く
、
女
性
、
子
ど
も
、
障
害
者
、
病
者
な
ど
を
横
断
し
て
ケ
ア

の
課
題
の
も
と
に
合
流
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ケ
ア
の
思
想
と
実
践
と
は
、

超
高
齢
社
会
を
生
き
る
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
必
須
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

く
、
将
来
に
わ
た
っ
て
当
事
者
に
な
る
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
す
べ
て
の

人
々
の
た
め
で
も
あ
る
。

超
高
齢
社
会
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
遅
か
れ
早
か
れ「
依
存
的
な
存
在
」、

す
な
わ
ち
社
会
的
な
弱
者
に
な
る
こ
と
を
予
期
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
。
加
齢

は
誰
に
も
平
等
に
訪
れ
る
。
時
間
と
い
う
資
源
だ
け
は
す
べ
て
の
人
々
に
平

等
で
あ
り
、
そ
し
て
誰
に
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会

的
強
者
と
弱
者
と
の
境
界
が
攪
乱
さ
れ
、
誰
も
が
自
分
が
弱
者
で
あ
る
こ
と

を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
き
が
来
れ
ば
、
リ
ス
ク
と
安
全
の

再
分
配
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
不
可
避
に
高
ま
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
社
会

的
合
意
が
、
前
世
紀
の
末
、
九
七
年
に
介
護
保
険
法
の
成
立
と
い
う
か
た
ち

❖
9 「
社
会
連
帯
」こ
と
に「
世
代
間
連
帯
」に
つ
い
て
は
、 

辻
元
清
美
と
共
著
に
よ
る
同
名
の
書

籍
が
あ
る﹇
上
野・ 辻
元2009

﹈。
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本
書
は
過
去
一
〇
年
余
に
わ
た
る
介
護
保
険
下
の
ケ
ア
の
理
論
的・経
験
的
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
調
査
は

一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
足
か
け
八
年
に
わ
た
り
、
数
次
に
わ
た
る
予
備
調
査
と
現
地
調
査
、
さ
ら

に
追
跡
調
査
、
そ
し
て
の
べ
二
〇
〇
件
以
上
の
面
接
を
実
施
し
た
。

本
書
が
な
る
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
団
体
と
個
人
か
ら
援
助
と
協
力
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
し
た
い
。

研
究
助
成
と
資
金
援
助
を
以
下
の
団
体
か
ら
受
け
た
。

一
九
九
九
‐
二
〇
〇
一
年
度
ユ
ニ
ベ
ー
ル
財
団
研
究
助
成「
ケ
ア
の
市
民
事
業
化
―
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ・コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
の
新
し
い
展
開
の
可
能
性
を
求
め
て
」

平
成
一
三
‐
一
四
年
度
文
科
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究（
B
）「
地
域
福
祉
の
構
築
」（
代
表・上
野
千
鶴
子
）

平
成
一
六
‐
一
九
年
度
文
科
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究（
A
）「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
福
祉
、
環
境
お
よ
び

多
元
主
義
に
関
す
る
公
共
性
の
社
会
学
的
総
合
研
究
」（
代
表・上
野
千
鶴
子
）

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
福
祉
連
帯
基
金

キ
リ
ン
福
祉
財
団

本
研
究
は
複
数
の
専
門
分
野
と
大
学
に
ま
た
が
る
研
究
者
と
、
当
事
者
か
ら
な
る
共
同
研
究
と
し
て
実
現

し
た
。

   

あ
と
が
き　

謝
辞
に
か
え
て
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共
同
研
究
に
参
加
し
た
の
は
次
の
方
々
で
あ
る（
敬
称
略
、
順
不
同
、
所
属
は
す
べ
て
当
時
）。

第
一
次
共
同
研
究（「
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
会
レ
ポ
ー
ト
」1999

）グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
福
祉
連
帯
基

金
福
祉
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の 

肥
口
征
子（
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
福
祉
連
帯
基
金
理
事
長
）、

市
吉
七
海
、
津
田
ヒ
ロ
子
、
田
島
い
つ
子
、
北
岡
美
賛
、
太
田
千
賀
子
、
小
坂
隆
子
、
大
隈
和
子
、
平
畑
美
和

子
、
高
木
恭
代
、
松
浦
由
美
子
、
南
邦
子
、 

井
上
潔
子
、
眞
田
龍
子
、 

田
中
俊
子
、 

宮
本
京
子
、
渋
田
法
子
、

秀
島
孝
子
、
木
村
信
子
、
於
保
さ
つ
き
、
東
京
大
学
か
ら
は
山
下
順
子
、
こ
の
研
究
会
を
支
え
た
の
は
グ
リ
ー

ン
コ
ー
プ
連
合
専
務
理
事 

行
岡
良
治
、
事
務
局
長
片
岡
宏
明
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
石
三

修（
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
生
協
お
お
い
た
専
務
理
事
）、
篠
原
正
美（
熊
本
学
園
大
）の
方
々
。

第
二
次
共
同
研
究（「
地
域
福
祉
の
構
築
」2000

）に
参
加
し
た
の
は
、 

井
口
高
志
、
清
水
智
充
、
明
戸
隆
浩
、
新

雅
史
、 

池
田
和
弘
、
高
蕊
、
瀧
川
裕
貴
、
三
谷
武
司
、
皆
吉
淳
平
、
林
培
紅
、 

山
根
純
佳
、
宮
崎
刀
史
紀
、
中

村
義
哉
、
荒
井
歩
、
速
水
葉
子
、
北
原
圭
輔
、
芦
沢
知
絵
、 

飯
田
さ
と
子
、
榎
本
純
、
江
守
俊
哉
、
太
田
倫
美
、

岡
田
邦
良
、
小
野
関
功
、
河
合
将
彦
、 
小
林
建
治
、
坂
下
曜
子
、
島
田
卓
、
杉
浦
将
史
、
立
石
祐
二
、 

田
中
千

絵
、
久
永
充
大
、 

樋
口
泰
三
、
藤
井
喜
久
、
細
川
万
里
、
松
村
耕
太
郎
、
村
井
香
織
、 

山
本
俊
之
、 

吉
田
昌
司
、

土
屋
敦
、
橋
本
和
明（
以
上
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室
）、
市
場
留
美
、
深
津
祐
子（
以
上
九
州
大
学
）、 

石
田
路
子（
愛
知
学

泉
大
学
）、
特
別
参
加
に 

春
日
キ
ス
ヨ（
安
田
女
子
大
）。
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
連
合
か
ら
は
、 

肥
口
征
子
、
大
隈
和
子
、

宮
中
知
美
、
北
岡
美
賛
、
於
保
さ
つ
き
、
太
田
千
賀
子
、
平
畑
美
和
、 

加
藤
律
代
、
市
吉
七
海
、
脇
元
田
鶴
子
、

組
合
員
事
務
局
か
ら
は
大
園
ひ
ろ
子
、
堤
公
恵
、
古
賀
直
子
、
事
務
局
長
片
岡
宏
明
の
方
々
。

第
三
次
共
同
研
究（「
住
民
参
加
型
地
域
福
祉
の
比
較
研
究
」2005

）に
参
加
し
た
の
は
、 

山
根
純
佳
、 

阿
部
真
大
、
荒

井
歩
、 

朴
姫
淑
、
下
原
良
介
、
野
村
正
之
、
佐
川
知
子
、
西
田
友
和
、
伊
集
院
元
郁
、
考
橋
織
衣
、
濱
田
顕
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司
、
谷
ひ
と
み
、
武
岡
暢
、 

川
本
太
郎
、
銚
子
周
一
郎
、
守
谷
由
佳
子（
以
上
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室
）、 

田
中
華

奈
子（
農
学
生
命
科
学
研
究
科
）、 

長
澤
泰
、 

岡
本
和
彦
、
松
田
雄
二
、 

吉
田
真
由
美
、
南
智
英
、
橋
口
真
依（
以
上
建

築
学
研
究
室
）の
方
々
。
他
に
羽
田
澄
子
さ
ん
か
ら
は
鷹
巣
の
映
像
記
録
を
無
償
で
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。 

外
山

真
理
さ
ん
か
ら
は
故 

外
山
義
さ
ん
の
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
他
に
調
査
地
で
は
堀
江
節
子
、
高
野
咲

子
、
藤
田
敏
二
、
山
口
英
隆
、 

飯
田
大
輔
さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
は 

大
友
信
勝
、
園
田
真

理
子
、 
岩
川
徹
、 

飯
田
勤
、
成
田
康
子
、
茂
木
聡
、
松
橋
一
英
、
松
橋
雅
子
、
小
塚
光
子
、
岸
部
陞
、

内
順

一（
以
上
北
秋
田
）、 
惣
万
佳
代
子
、 

西
村
和
美
、
阪
井
由
佳
子
、
野
入
美
津
恵
、
林
和
夫
、 

山
田
和
子
、
関
好
博

（
以
上
富
山
）、 

横
田
克
巳
、
小
川
泰
子
、 

江
原
き
み
子
、
大
角
ひ
ろ
子（
以
上
神
奈
川
）、  

池
田
徹（
千
葉
）に
応
じ
て
い

た
だ
い
た
。
追
加
調
査
の
対
象
と
し
て
中
澤
明
子（
せ
ん
ね
ん
村
）、
石
原
美
智
子（
新
生
苑
）、 

又
木
京
子（
M　
O　
M　
O
）、

市
川
禮
子（
け
ま
喜
楽
園
）の
各
代
表
と
、
職
員
、
利
用
者
な
ど
の
方
々
に
も
面
接
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た
。 

堀
田

聡
子
さ
ん
と
は
現
地
調
査
を
一
部
共
同
し
た
。
さ
ら
に
各
調
査
地
で
、
面
接
調
査
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
職
員
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
利
用
者
、
家
族
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
医
師
、
看
護
師
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
、

行
政
担
当
者
な
ど
、
お
名
前
は
あ
げ
な
い
が
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
は
多
数
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
ら
の
方
々

の
ご
協
力
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
研
究
は
実
ら
な
か
っ
た
。
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

本
研
究
は
東
京
大
学
社
会
学
研
究
室
の
調
査
実
習
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
を
一
部
含
ん
で
お
り
、
他

の
団
体
、
個
人
と
の
共
同
研
究
と
し
て
柔
軟
な
組
織
構
成
の
も
と
に
調
査
を
可
能
に
し
た
東
京
大
学
社
会
学
研

究
室
に
感
謝
し
た
い
。
共
同
研
究
の
成
果
は
、
参
加
者
の
誰
に
と
っ
て
も
利
用
可
能
な
も
の
と
し
た
が
、
こ
の

研
究
チ
ー
ム
の
な
か
か
ら
、
ケ
ア
を
研
究
主
題
と
す
る
若
い
研
究
者
が
複
数
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
教
師
と
し
て

大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
。
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本
研
究
と
同
時
期
に
ケ
ア
に
関
わ
る
研
究
会
を
組
織
し
て
、 

中
西
正
司
と
の
共
編
著『
ニ
ー
ズ
中
心
の
福
祉

社
会
へ
』を
医
学
書
院
か
ら
上
梓
し
た
が
、
そ
の
共
同
研
究
者
か
ら
も
多
く
の
刺
激
を
受
け
て
い
る
。
メ
ン

バ
ー
は 

中
西
正
司
と
上
野
の
ほ
か
、 

大
沢
真
理
、 

広
井
良
典
、 

笹
谷
春
美
、 

春
日
キ
ス
ヨ
、 

齋
藤
曉
子
、 

川
本

隆
史
、  
池
田
徹
、 

立
岩
真
也
の
各
氏
、
こ
の
研
究
会
の
サ
ポ
ー
ト
に
は
医
学
書
院
の
白
石
正
明
さ
ん
が
あ
た
り
、

キ
リ
ン
福
祉
財
団
の
助
成
を
受
け
た
。
本
書
に
は
こ
の
研
究
成
果
を
も
と
り
こ
ん
で
い
る
。

ま
た
本
書
の
準
備
と
平
行
し
て
、
二
〇
〇
八
年
に
岩
波
書
店
か
ら『
ケ
ア　
そ
の
思
想
と
実
践
』全
六
巻
を
上

梓
し
た
。
編
者
の
ひ
と
り
と
し
て
参
加
し
た
編
集
過
程
を
通
じ
て
、
共
編
者
の  

大
熊
由
紀
子
、 

大
沢
真
理
、 

神

野
直
彦
、 

副
田
義
也
の
各
氏
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
受
け
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
構
想
し
刊
行
に
も
ち
こ
ん

だ
編
集
者
は
、
岩
波
書
店
の
高
村
幸
治
さ
ん
で
あ
る
。

本
書
が
な
る
に
あ
た
っ
て
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か
け
て
足
か
け
四
年
に
わ
た
る
計
一
五
回
の

連
載「
ケ
ア
の
社
会
学
」を『
季
刊
at
』誌
上
に
掲
載
す
る
こ
と
を
す
す
め
て
く
だ
さ
っ
た
最
初
の
担
当
編
集
者
、

郷
雅
之
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
赤
松
結
希
、 
落
合
美
砂
、
さ
ら
に
単
行
本
を
出
す
に
あ
た
っ
て
膨
大
で
煩
瑣
な

編
集
作
業
に
あ
た
っ
て
く
だ
さ
っ
た
高
瀬
幸
途
、
小
原
央
明
の
み
な
さ
ん
に
感
謝
す
る
。
こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と

の
励
ま
し
と
忍
耐
強
い
伴
走
が
な
け
れ
ば
、
本
書
が
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
書
は
連
載
を
も
と

に
し
て
い
る
が
、
構
成
も
内
容
も
大
幅
に
変
更
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
刊
行
前
に
ゲ
ラ
を
読
ん
で
対

談
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た 

副
田
義
也
さ
ん
に
も
感
謝
す
る
。
ゲ
ラ
を
読
み
抜
い
て
大
胆
な
装
丁
の
提
案
を
し
て

く
だ
さ
っ
た
鈴
木
一
誌
さ
ん
、
大
河
原
哲
さ
ん
に
も
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

最
後
に
通
常
の
書
物
の
三
冊
分
は
ゆ
う
に
超
え
る
本
書
を
、
読
み
通
し
て
く
だ
さ
っ
た
読
者
に
感
謝
し
た
い
。

本
書
は
わ
た
し
の『
家
父
長
制
と
資
本
制
』﹇
上
野1990; 2009d

﹈の
続
編
に
あ
た
り
、
理
論
と
実
証
の
両
輪
を
そ
な



4 7 6ケアの社会学

え
た
調
査
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
本
書
の
よ
う
な
著
作
は
、
研
究
者
の
長
い
人
生
の
な
か
で
も
指
折
り
数
え
る

程
度
に
し
か
生
ま
れ
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
ど
ん
な
研
究
に
も
こ
れ
で
完
成
と
い
う
こ
と
は

な
く
、
多
く
の
限
界
や
不
満
は
残
る
が
、
介
護
保
険
施
行
後
一
〇
年
余
の
今
日
、
本
書
が
高
齢
社
会
を
研
究
対

象
と
す
る
人
た
ち
や
、
ケ
ア
の
担
い
手
や
実
践
者
の
あ
い
だ
で
、
な
ん
ら
か
の
共
有
財
産
に
な
れ
ば
こ
れ
に
過

ぎ
る
よ
ろ
こ
び
は
な
い
。

二
〇
一
一
年
初
夏 

著
者
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制
度

 

社
会
政
治
事
象

一
九
四
六（
昭
和
21
）年　
…
…
…
…

T
戦
争
の
引
き
揚
げ
者
の
救
済
を
主
目
的
に（
旧
）生
活
保
護
法
が
公

布
、
施
行

一
九
四
七（
昭
和
22
）年　
…
…
…
…

T
児
童
福
祉
法
公
布

一
九
四
八（
昭
和
23
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S
イ
ギ
リ
ス
で
福
祉
三
法
が
成
立

一
九
四
九（
昭
和
24
）年　
…
…
…
…

T
身
体
障
害
者
福
祉
法
成
立

一
九
五
〇（
昭
和
25
）年　
…
…
…
…

T
貧
者
救
済
を
目
的
に（
現
）生
活
保
護
法
が
成
立

一
九
五
一（
昭
和
26
）年　
…
…
…
…

T
社
会
福
祉
事
業
法

一
九
五
二（
昭
和
27
）年　
…
…
…
…

T
母
子
福
祉
資
金
貸
付
法

一
九
五
三（
昭
和
28
）年

一
九
五
四（
昭
和
29
）年　
…
…
…
…

T
厚
生
年
金
保
険
法
改
正

一
九
五
五（
昭
和
30
）年

一
九
五
六（
昭
和
31
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S「
第
一
回
日
本
ジェロン
ト
ロ
ジ
ー
学
会
」開
催

S
第
一
回「
厚
生
白
書
」発
表
。「
老
齢
者
対
策
」が一
項
目
と
し
あ
げ
ら
れ
る
。

S
長
野
県
で
初
の
ホ
ー
ムヘル
プ
サ
ー
ビ
ス

一
九
五
七（
昭
和
32
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S「
老
人
の
健
康
と
福
祉
を
高
め
る
国
民
会
議
」開
催

S「
青
い
芝
の
会
」発
足

一
九
五
八（
昭
和
33
）年　
…
…
…
…

T
社
会
福
祉
事
業
等
の
施
設
に
関
す
る
措
置
法
成
立

一
九
五
九（
昭
和
34
）年　
…
…
…
…

T
国
民
年
金
法
成
立（
国
民
皆
年
金
制
度
へ
）

S
デ
ンマ
ー
ク
で
ノ
ーマ
ラ
イ
ゼ
ー
ション
運
動
に
よ
り
障
害
者
福
祉
法
が
成
立

一
九
六
〇（
昭
和
35
）年　
…
…
…
…

T
知
的
障
害
者
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
成
立

一
九
六
一（
昭
和
36
）年　
…
…
…
…

T
児
童
扶
養
手
当
法
成
立

S「
全
国
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
」設
立

ケ
ア
関
連
年
表
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一
九
六
二（
昭
和
37
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S「
灘
生
協
」と「
神
戸
生
協
」が
合
併
し
、「
灘
神
戸
生
活
協
同
組
合
」（
現
・

コ
ー
プ
こ
う
べ
）と
な
る

一
九
六
三（
昭
和
38
）年　
…
…
…
…

T
老
人
福
祉
法
成
立

一
九
六
四（
昭
和
39
）年　
…
…
…
…

T
母
子
福
祉
法
成
立
。
厚
生
省
に
社
会
局
老
人
福
祉
課
設
置

S
アメ
リ
カ
で
公
民
権
法
成
立

一
九
六
五（
昭
和
40
）年　
…
…
…
…

T
厚
生
年
金
保
険
法
改
正（
一
万
円
年
金
）、
母
子
保
健
法
成
立

S「
生
活
ク
ラ
ブ
」発
足

一
九
六
六（
昭
和
41
）年

一
九
六
七（
昭
和
42
）年

一
九
六
八（
昭
和
43
）年

一
九
六
九（
昭
和
44
）年　
…
…
…
…

T
厚
生
省
が「
全
国
老
人
実
態
調
査
」を
開
始

一
九
七
〇（
昭
和
45
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S「
青
い
芝
の
会
」障
害
児
殺
し
減
刑
嘆
願
抗
議
運
動

S
日
本
で
初
の
ウ
ーマン
リ
ブ
大
会

一
九
七
一（
昭
和
46
）年　
…
…
…
…

T
児
童
手
当
法
成
立

S
府
中
療
育 セ
ン
タ
ー
闘
争

一
九
七
二（
昭
和
47
）年　
…
…
…
…

T
勤
労
婦
人
福
祉
法
成
立

S
アメ
リ
カ
の
バ
ー
ク
レ
ー
自
立
生
活 セ
ン
タ
ー
設
立

一
九
七
三（
昭
和
48
）年　
…
…
…
…

T
老
人
医
療
費
公
費
負
担
制
度（
福
祉
元
年
）成
立

S
優
生
保
護
法
改
悪
を
阻
止
す
る
全
国
集
会

一
九
七
四（
昭
和
49
）年　
…
…
…
…

T
雇
用
保
険
法
成
立

一
九
七
五（
昭
和
50
）年

一
九
七
六（
昭
和
51
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S
国
連
女
性
の一
〇
年
開
始

一
九
七
七（
昭
和
52
）年

一
九
七
八（
昭
和
53
）年

一
九
七
九（
昭
和
54
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S
イ
ギ
リ
ス
で
サッ
チ
ャ
ー
政
権
成
立

一
九
八
〇（
昭
和
55
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S
日
本
政
府
が
国
連
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
署
名

S
京
都
で「
呆
け
老
人
を
か
か
え
る
家
族
の
会
」発
足

一
九
八
一（
昭
和
56
）年　
…
…
…
…

T
母
子
福
祉
法
が
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
に
改
正（
福
祉
六
法
体
制
の
成
立
）

S
アメ
リ
カ
で
レ
ー
ガ
ン
政
権
成
立
。ス
ウェ
ー
デ
ン
で
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
成
立

一
九
八
二（
昭
和
57
）年　
…
…
…
…

T
身
体
障
害
者
家
庭
奉
仕
員
制
度
改
正（
介
助
の
派
遣
対
象
が
拡
大
）

S
第
一
次
中 

曽
根
内
閣
発
足

S
公
的
介
護
保
障
運
動
に
よ
る「
専
従
体
制
」の
開
始
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一
九
八
三（
昭
和
58
）年　
…
…
…
…

T
老
人
保
健
法
施
行（
医
療
費
の一
部
負
担
が
導
入
）

T
一
部
の
保
健
所
で「
呆
け
相
談
窓
口
」が
開
設

S「
高
齢
化
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
」発
足

S　
P　
P　
K（
ぴ
ん
、
ぴ
ん
、こ
ろ
り
）運
動
始
ま
る

一
九
八
四（
昭
和
59
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S「
浦
河
べ
て
る
の
家
」設
立

一
九
八
五（
昭
和
60
）年　
…
…
…
…

T
共
済
年
金
改
正
四
法（
基
礎
年
金
導
入
）成
立
。
国
庫
補
助
金
の
負
担

額
が
削
減
さ
れ
る
。
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
成
立
。

S
国
連
女
性
差
別
撤
廃
条
約
批
准
。
プ
ラ
ザ
合
意

一
九
八
六（
昭
和
61
）年　
…
…
…
…

T
老
人
保
健
法
一
部
改
正（
老
人
保
健
施
設
創
設
、
医
療
費
一
部
負
担
引
き
上
げ

な
ど
）、
労
働
者
派
遣
法
施
行
、
障
害
者
基
礎
年
金
制
度
は
じ
ま
る

T
三
号
保
険
被
保
険
者
の
保
険
料
免
除
が
制
度
化

S「
ヒ
ュ
ーマン
ケ
ア
協
会
」設
立
、「
D　
P　
I
世
界
会
議
」発
足

一
九
八
七（
昭
和
62
）年　
…
…
…
…

T
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
成
立

T
配
偶
者
特
別
控
除
制
度
が
制
度
化

一
九
八
八（
昭
和
63
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S「
全
国
公
的
介
護
保
障
要
求
者
組
合
」結
成
。グ
リ
ー
ンコ
ー
プ
連
合
発
足

一
九
八
九（
平
成
元
）年　
…
…
…
…

T
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略（
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）制
定

S
ベル
リ
ン
の
壁
崩
壊

S「
ワ
ー
カ
ー
ズコレ
ク
ティ
ブ
連
合
会
」成
立

一
九
九
〇（
平
成
2
）年　
…
…
…
…

T
老
人
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
な
ど

の
改
正
に
よ
り
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
、
市
町
村
へ
の
権
限
の

一
元
化
・
福
祉
計
画
の
提
出
の
義
務
化
な
ど
が
定
め
ら
れ
る

S
イ
ギ
リ
ス
で
コ
ミ
ュニ
ティ
ケ
ア
法
成
立

S
上
野
千
鶴
子『
家
父
長
制
と
資
本
制
』刊
行

一
九
九
一（
平
成
3
）年　
…
…
…
…

T
育
児
・
介
護
休
業
法
成
立

S
ソ
連
崩
壊
。
日
本
で
バ
ブ
ル
崩
壊

S「
全
国
自
立
生
活 セ
ン
タ
ー
協
議
会
」発
足

一
九
九
二（
平
成
4
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S
ス
ウェ
ー
デ
ン
で
エ
ー
デ
ル
改
革

一
九
九
三（
平
成
5
）年　
…
…
…
…

T
社
会
福
祉
事
業
法
等
一
部
改
正（
民
間
の
常
勤
ヘル
パ
ー
を
制
度
の
対
象
と
す

る
。ホ
ー
ムヘル
パ
ー
手
当
の
見
直
し
）　

S
富
山
県
に
民
営
デ
イ
ケ
アハ
ウ
ス「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」が
開
所

一
九
九
四（
平
成
6
）年　
…
…
…
…

T
定
年
六
〇
歳
の
義
務
化

T
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
五
か
年
計
画（
新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）制
定

S
ド
イ
ツ
で
公
的
介
護
保
険
法
成
立

一
九
九
五（
平
成
7
）年　
…
…
…
…

T
高
齢
社
会
対
策
基
本
法
成
立

S
阪
神
淡
路
大
震
災（
ボ
ラ
ン
ティ
ア
元
年
）

一
九
九
六（
平
成
8
）年　
…
…
…
…

T
市
町
村
障
害
者
生
活
支
援
事
業

T
各
地
の
自
立
生
活 セ
ン
タ
ー
が
ホ
ー
ムヘル
プ
事
業
を
委
託

S
第
一
次
橋
本
内
閣
発
足

一
九
九
七（
平
成
9
）年　
…
…
…
…

T
労
働
基
準
法
、
健
康
保
険
法
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
改
正

S
イ
ギ
リ
ス
で
ブ
レ
ア
政
権
誕
生（
第
三
の
道
）。
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
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T
介
護
保
険
法
成
立

一
九
九
八（
平
成
10
）年　
…
…
…
…

T
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法（
N　
P　
O
法
）成
立

S
小
渕
内
閣
発
足

一
九
九
九（
平
成
11
）年　
…
…
…
…

T
労
働
者
派
遣
法
改
正（
業
種
拡
大
）、
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
成

立

S「
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」開
設

二
〇
〇
〇（
平
成
12
）年　
…
…
…
…

T
後
世
年
金
保
険
法
改
正（
受
給
年
齢
を
段
階
的
に
六
五
歳
ま
で
引
き
上

げ
）、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
成
立
。
介
護
保
険
制
度
実
施
。
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
制
度
の
発
足
。ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
21
制
定

S　
N　
P　
O
法
人「
M　
O　
M　
O
」設
立

二
〇
〇
一（
平
成
13
）年　
…
…
…
…

T
厚
生
省
が
労
働
省
と
統
合
し
、
厚
生
労
働
省
と
な
る

T
高
齢
者
の
居
住
の
安
全
確
保
に
関
す
る
法
律
成
立

T　
D　
V
防
止
法
成
立

S
アメ
リ
カ
で
同
時
多
発
テ
ロ（
9
・
11
）

S
第
一
次
小
泉
内
閣
発
足（
構
造
改
革
路
線
の
確
立
）

二
〇
〇
二（
平
成
14
）年　
…
…
…
…

T
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
法
成
立

二
〇
〇
三（
平
成
15
）年　
…
…
…
…

T
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
、
少
子
化
社

会
対
策
基
本
法
成
立
。
障
害
者
支
援
費
制
度
施
行

S 

中
西
正
司
・
上
野
千
鶴
子『
当
事
者
主
権
』刊
行

S
福
祉
社
会
学
界
発
足

二
〇
〇
四（
平
成
16
）年　
…
…
…
…

T
労
働
者
派
遣
法
改
正（
製
造
業
の
派
遣
解
禁
）、
厚
生
年
金
保
険
法
改
正

二
〇
〇
五（
平
成
17
）年　
…
…
…
…

T
介
護
保
険
法
改
正

T
高
齢
者
虐
待
防
止
・
養
護
者
支
援
法
成
立

T
高
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正（
定
年
年
齢
が
六
五
歳
に
引
き
上
げ
）

二
〇
〇
六（
平
成
18
）年　
…
…
…
…

T
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

T
三
位
一
体
改
革
に
よ
る
補
助
金
負
担
額
の
引
き
下
げ

T
老
人
保
健
法
廃
止
。
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設

二
〇
〇
七（
平
成
19
）年　
…
…
…
…

T
介
護
保
険
法
再
改
正

二
〇
〇
八（
平
成
20
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S
リ
ーマン
ショッ
ク
、
年
末
に
日
比
谷
で「
年
越
し
派
遣
村
」

二
〇
〇
九（
平
成
21
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S
上
野
千
鶴
子
・ 

中
西
正
司
編『
ニ
ー
ズ
中
心
の
福
祉
社
会
へ
―
―
当
事
者
主

権
の
次
世
代
福
祉
戦
略
』刊
行

S
静
養
ホ
ー
ム「
た
ま
ゆ
ら
」で
火
災
事
件
。
鳩
山
内
閣
発
足（
政
権
交
代
）

二
〇
一
〇（
平
成
22
）年　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S「
新
し
い
公
共
」円
卓
会
議
設
置
。
管
内
閣
発
足
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Aries, Philippe, 1960, L’Enfant et la Vie fam
iliale sous 

l’Ancient Regim
e. Paris: Plon, Editions du Seuil. 

=1980

杉
山
光
信・杉
山
恵
美
子
訳『〈
子
供
〉の
誕
生
』み
す

ず
書
房

有
吉
佐
和
子1972

『
恍
惚
の
人
』新
潮
社

朝
日
新
聞
論
説
委
員
室・
大
熊
由
紀
子1996

『
福
祉
が
変
わ
る 

医
療
が
変
わ
る

―
日
本
を
変
え
よ
う
と
し
た
70
の
社
説

＋
α
』ぶ
ど
う
社

安
積
遊
歩1999

『
車
椅
子
か
ら
の
挑
戦

―
私
が
幸
せ
に
な
る

た
め
に
私
は
政
治
的
に
な
る
』太
郎
次
郎
社

安
積
純
子・岡
原
正
幸・尾
中
文
哉・立
岩
真
也1990

『
生
の
技
法

―
家
と
施
設
を
出
て
暮
ら
す
障
害
者
の
社
会
学
』藤
原
書

店

浅
川
澄
一2006

『
こ
れ
こ
そ
欲
し
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
!　
安
心

で
き
る
ケ
ア
付
き
住
宅
を
求
め
て
』日
本
経
済
新
聞
社

浅
川
澄
一2007

『
高
齢
者
介
護
を
変
え
る「
高
専
賃
＋
小
規
模
介

護
」登
場
!
ケ
ア
付
き
住
宅
の
本
命
』筒
井
書
房

朝
倉
美
江2002

『
生
活
福
祉
と
生
活
協
同
組
合
福
祉

―
福
祉

N　
P　
O
の
可
能
性
』同
時
代
社

朝
倉
美
江
編2004

『
高
齢
社
会
と
福
祉
』ド
メ
ス
出
版

新
し
い
社
会
保
障
像
を
考
え
る
研
究
会2008

「
提
言　
新
し
い

社
会
保
障
像
の
構
想
」『
世
界
』785

文
治
編2003

『
現
代
社
会
福
祉
事
典
』有
斐
閣

秋
山
弘
子2008

「
自
立
の
神
話「
サ
ク
セ
ス
フ
ル
エ
イ
ジ
ン
グ
」

を
解
剖
す
る
」﹇
上
野・大
熊・大
沢・神
野・副
田
編2008a

﹈

秋
山
正
子2010

『
在
宅
ケ
ア
の
不
思
議
な
力
』医
学
書
院

天
田
城
介2003

『〈
老
い
衰
え
ゆ
く
こ
と
〉の
社
会
学
』多
賀
出
版

天
田
城
介2004

『
老
い
衰
え
ゆ
く
自
己
の
／
と
自
由

―
高
齢

者
ケ
ア
の
社
会
学
的
実
践
論・当
事
者
論
』ハ
ー
ベ
ス
ト
社

天
野
正
子1988

「「
受
」働
か
ら「
能
」働
へ
の
実
験
―
ワ
ー
カ
ー

ズ・コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
可
能
性
」﹇
佐
藤
慶
幸
編1988

﹈

天
野
正
子1996

『
生
活
者
と
は
だ
れ
か
』中
公
新
書

天
野
正
子1997

『
高
齢
者
と
女
性
を
中
心
と
す
る
新
し
い「
働
き

方
」に
つ
い
て
の
研
究
』(

平
成
7
‐
8
年
度
科
研
費
基
礎
研

究
研
究
成
果
報
告
書)

天
野
正
子1999

『
老
い
の
近
代
』岩
波
書
店

天
野
正
子2005a

「
8　
老
い
の
変
容
」佐
口
和
郎・中
川
清
編
著

『
講
座
福
祉
社
会
2　
福
祉
社
会
の
歴
史
』ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

天
野
正
子2005b

｢

女
性
と
高
齢
者
が
担
う｢

働
く
人
び
と
の
協

働
組
合｣

―
そ
の
可
能
性
と
困
難
―｣
﹇
現
代
生
協
論
編

集
委
員
会
編2005

﹈コ
ー
プ
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