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ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
隘
路
と
展
望

ー

オ

ッ
フ
ェ
と

ハ
ー
バ

ー

マ
ス
に
即
し
て

ー

辰
巳

伸
知

〈
要
旨
〉

一
九
八
○
年
代

末
か
ら
九
〇
年
代

初
頭

に
か
け
て
、
東
欧

の
民
主
化
運
動
や

ソ
連
邦

の
解
体
等

の
大
き
な
世
界

的
変
動

が
起

こ
り
、
第

二
次
世
界
大
戦
以
後

の
世
界
全
体

の

政
治
的
、
経

済
的

、
社
会
的

な
基
本
的
枠
組

み
で
あ

っ
た
米

ソ
の
冷
戦
体
制

に
ピ

リ
オ

ド
が
打
た
れ
た
。
そ
れ
と

と
も
に
、
従
来
社
会
主
義
が
保
持
し

て
い
た

ユ
ー
ト
ピ
ア
的

ポ

テ

ン
シ

ャ
ル
、
す

な
わ
ち
望
ま
し

い
未
来

の
社
会

の
見
取
り
図
を
示
す
力
も
枯
渇
し

て
し
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し

、
今

日
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
ベ

ク
ト
ル
を
失
な

い
危
機
に
瀕

し

て
い
る
の
は

、
社
会
主
義
だ
け

で
は
な
く
、
資
本
主
義
、
あ
る

い
は
先
進
資
本
主
義

諸

国
に
お
け

る
戦
後

の
経
済
成
長
と
社
会

の
安
定
を
可
能
に
し
た

「
ケ
イ

ソ
ズ

主
義
的

福
祉

国
家
」
も
そ
う

で
あ
る
。

七
〇
年
代

の
半
ば
に
西
側
先
進
工
業
国
に
お
け
る
経
済

成
長
が
頓

挫
し
て
か
ら

こ
の

か
た
、
ケ
イ

ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
に
対

す
る
批
判

や
見
直

し
の
論
議
が
様

々
な
陣
営

か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
ネ
オ

・
レ

ッ
セ

・
フ

ェ
ー
ル
を
唱
導

す
る
新
自
由
主
義
者
や
新

保
守
主
義
者
、
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ

ィ
ズ

ム
の
処
方
箋

に
よ

っ
て
福
祉
国
家
を
再
編
成

し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
そ
の
右
寄

り
の
代
表

で
あ

る
が

、
両
者
と
も
に
説
得
力

の
あ

る
理
論
的
、
政
策
的
展
望
を
提
示
し
得
て

い
な

い
。
本
稿

で
は
、
主
に
C

・
オ

ヅ
フ

ェ

に
依
拠
し

て
、

こ
の
よ
う
な
福
祉
国
家
否
定
論
と
修

正
論

に

つ
い
て
検
討
を

加
え
、
さ

ら
に
福
祉
国
家
に

つ
い
て

の
左
か
ら

の
批
判
と
展
望

を
示
す
も
の
と

し
て
、
J

・
ハ
ー

バ
ー

マ
ス
の
福
祉
国
家
論
に

つ
い
て
触

れ
て
い
る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

ケ

イ

ン
ズ

主
義

的

福

祉

国
家

、
レ

ッ
セ

・
フ

ェ
ー

ル

、
ネ

オ

・
コ
ー

ポ

ラ

テ

ィ
ズ

ム

、

多

元
社

会

、
生

活

世

界

ケインズ主義的福祉国家の隘路と展望67



第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
関
係

の
基
軸
、
あ
る
い
は
前
提
と
し
て
存
在
し

た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
米
ソ
の
冷
戦
体
制
で
あ

っ
た
。
戦
後
の
ヤ
ル
タ
体

制
に
沿

っ
て
、
北
側
の
世
界
は
東
西

に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
軍
事
、
経
済
、

文
化
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
す
る
な
か

で
国
際
関
係
は
展
開
し
、
そ
し
て
そ
の
枠
組

み
の
な
か
で
各
国
の
国
内
政
治
の
舞
台
が
し

つ
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
八
0
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
東
欧
諸
国
の
民
主

化
運
動
と
非
共
産
党
政
権
の
樹
立
、
そ
し
て
社
会
主
義
ブ

ロ
ッ
ク
の
総
本
山
た

る
ソ
連
邦
の
解
体
、
と
続
く

一
連

の
出
来
事
に
よ

っ
て
、
こ
の
戦
後

の
国
際
秩

序
の
根
幹
は
崩
れ
去

っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
推
移
を
指
し
て
、

「社
会
主
義
の
敗
北
、
資
本
主
義

の
勝
利
」
が
喧
伝
さ
れ
、
「
歴
史
の
終
焉
」

が
云
々
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

で
あ
る
。

し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
相
対
的
に
安
定
し
た
秩
序
基
盤
で
危
機
に

瀕
し
て
い
る
の
は
、
社
会
主
義
体
制
だ
け
で
は
な
い
。

一
九
五
〇
年
代
、
六
〇

年
代
と
空
前
の

(そ
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
絶
後
の
)
経
済
成
長
と
体
制
の
安

定
を
持
続
さ
せ
た
資
本
主
義
、
あ
る

い
は
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
、
そ
の
よ
う

な
資
本
主
義
を
背
後
か
ら
し

っ
か
り
と
支
え
、
そ
れ
な
く
し
て
は
成
長
も
安
定

も
あ
り
得
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う

「
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
」
も
、
ま
た
そ

う
で
あ
る
。
社
会
主
義
国
家
体
制

の
変
容
と
没
落
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
な
う
冷

戦
構
造
の
終
焉
と
同
様
に
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
成

長
と
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
条
件
も
、
今
や
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
も
、
現
在
は
時
代
の
転
回
点
、
近
代

の
曲
が
り
角
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
の

「
ケ
イ

ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
」
が
七
〇
年
代
後

半
以
降
、
い
か
に
各
方
面
か
ら
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
満
身
創
痍
に
な

っ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
を
、
主
と
し
て
C

・
オ

ッ
フ
ェ
に
依
拠
し
て
示
し
、
次
に
、

福
祉
国
家
修
正
論
、
特
に

「ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
処
方
箋
に
つ
い

て
、
多
元
社
会
化
の
問
題
と
関
わ
ら
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
最

後
に
、
J

・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が

「生
活
世
界
」
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
福

祉
国
家
を
ど
う
と
ら
え
、
そ
の
未
来
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
を
提

出
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

1
.
福
祉
国
家
批
判

「
ケ
イ

ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
」
(囚
o春

Φ臨
穹

鬢
Φ
一h鍵
Φ
ω鼠
8
)
は
、

第

二
次
世
界
大
戦
後
の
西
側
先
進
諸
国
の
体
制
的
基
盤
を
指
し
示
す
公
分
母
で
あ

る

(時
の
政
権
与
党
が
、
社
会
民
主
主
義
政
党
で
あ

っ
て
も
な
く
て
も
、
そ
う

で
あ

っ
た
)
。
「
レ
ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
」
(一99一ωω①N-h9
一門O
)
型
の
古
典
的
な
自
由

主
義
的
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
国
家
の
役
割
は
、
市
場
に
お
け
る
行
為
主
体

の
自
由
を
守
る
た
め
の
法
的
秩
序
を
整
備
し
、保
証
す
る
と
い
う
夜
警
国
家
(ラ

サ
ー
ル
)
と
し
て
の
役
割
に
局
限
さ
れ
て
お
り
、
資
本
主
義
的
市
場
は
、
自
ら

の
う
ち
に
ビ
ル
ト

・
イ
ン
さ
れ
た
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
(神
の
見
え
ざ
る
手
)

　と

に
よ

っ
て
調
和
的
に
発
展
し
て
い
く
も
の
、
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
」
は
、
市
民
の
経
済
活
動
や
社
会
生
活
に
対
し

て
、
よ
り
積
極
的
に

「
介
入
主
義
的
」

(一旨
奠
く
o
ロ
氏
o
ロ
曁
ω
鉱
o
)
に
ふ
る
ま

　　
　

う
。
そ
れ
は
、
市
場
の
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
た

前
者
と
は
異
な
り
、
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
の
前
提
条
件
を
整
備
、
な
い

し
は
創
出
し
、
か
つ
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
生
み
出
す
望
ま
し
か
ら
ざ
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る
副
産
物
を
縮
減
す
る
た
め
に
、
経
済
過
程
や
人
々
の
生
活
圏
に
対
し
て
、
広

範
に
財
や
サ
ー
ヴ

ィ
ス
を
投
入
し
た
り
、諸
々
の
規
制
措
置
を
講
じ
た
り
す
る
。

「
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
」
が

「ケ
イ

ソ
ズ
主
義
的
」
な
の
は
、
国
家

に
よ

っ
て
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
と
ら
れ
る
経
済
政
策
が
、
総
需
要

コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
通
じ
て
の
経
済
成
長
と
完
全
雇
用
を
目
標
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か

た
や

「福
祉
国
家
」
の
戦
略
的
意
図
は
、
産
業
社
会
に
お
け
る
賃
金
依
存
者
が

必
然
的
に
被
る
リ
ス
ク
を
緩
和
し
、
社
会
の
な
か
に

一
定
の
平
等
を
達
成
す
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
目
標

-

経
済
成
長
と
福
祉

ー

は
、
互
い
に
密

接

に
関

連

す

る

。

オ

ッ
フ

ェ
は

、

前
者

が
後

者

に
依

存

す

る

こ
と

を

、

K

・
ポ

　ヨ
　

ラ
ン
ニ
ー
に
依
拠
し
て
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
的
労

働
市
場
に
登
場
す
る

「労
働
力
商
品
」
は
、
実
は
他
の
商
品
と
は
異
な

っ
た

「擬

制
的
な
」
商
品
形
態
で
あ
り

ー

つ
ま
り
、
労
働
力
は
、
そ
の
所
有
者
か
ら
分

離
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
供
給
さ
れ
る
賃
労
働
の
量
や
質
、
そ

れ
が
利
用
さ
れ
る
時
間
や
場
所
は

、
市
場
合
理
性
に
よ

っ
て
は
決
定
さ
れ
な
い

ー

、
し
た
が

っ
て

「労
働
力
商
品
」
に
基
づ
く
市
場
社
会
は
、
必
然
的
に
脱

商
品
化
さ
れ
た
補
助
シ
ス
テ
ム
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
市
場
が

労
働
力
を
存
分
に
利
用
で
き
る
た
め
に
は
、
市
場
の
外
部
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
が

必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
家
族
や
互
助
組
織
の
よ
う
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
集

団
に
、
現
在
で
は
も
は
や
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う

な
補
助
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
今
や
福
祉
国
家
の

諸
制
度
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

前
者
の
後
者
に
対
す
る
依
存
性
と
同
様
に
、
後
者
の
前
者
に
対
す
る
依
存
性

も
ま
た
、
看
過
で
き
な
い
事
実
で
あ

る
。
特
に
、
七
〇
年
代
後
半
以
後
の
福
祉

国
家
の
危
機
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ケ
イ
ツ
ズ
主
義
的
経
済
政
策
に
よ

っ
て
推
進
さ
れ
た
経
済
成
長
は
、
国
家
に
税

収

の
自
然
増
を
も
た
ら
し
、
し
た
が

っ
て
国
家
の
福
祉
政
策
に
必
要
な
資
源
を

供
給
す
る
。
ま
た
、
安
定
し
た
経
済
成
長
と
雇
用
の
増
加
は
、
賃
金
依
存
者
の

境
遇
を
改
善
し
、
し
た
が

っ
て
福
祉
資
源
に
対
す
る
人

々
の
要
求
の
程
度
を
抑

ぞ
　

制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
が
国
民
の
福
祉
に
何
ら
か
の
形
で
乗
り
出
し
た

と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
ら
、
例
え
ば
、
社
会
保
険
制
度
を
導
入
し
た

一
九
世
紀

の
ビ
ス
マ
ル
ク
治
下
の
ド
イ
ツ
で
.も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
持
続

的
な
経
済
成
長
と
の
二
人
三
脚
で
そ
の
機
能
的
重
要
性
を
増
大
さ
せ
て
い
く
福

祉
国
家
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
先
進
工
業
諸
国
で
の
み
見
ら
れ
る
統
治
形
態
で

あ
る
。
レ
ギ

ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
、
第

二
次
大
戦
後
に
現

わ
れ
た

「大
量
生
産
、
大
量
消
費
」
の

「
内
包
的
蓄
積
体
制
」
に
照
応
し
た

「調

整
様
式
」
が
、
「ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
」
で
あ
り
、
J

・
ヒ
ル
シ
ュ
に

な
ら

っ
て
、
そ
れ
を

「
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
安
全
保
障
国
家
」

(O
臼

両
o
学

象
ω
け冨
o
げ
奠

睦

o
げ
Φ
§

Φ
肆
ω
ω
雷
暮
)
1

こ

の
概

念

は

、
福

祉

国

家

の

、

単

に
人

々
の
物
質
的
生
活
を
保
障
す
る
だ
け
で
は
な
い

「監
視
国
家
」
と
し
て
の
性
質

に
も
適
切
に
言
及
し
て
い
る
ー

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

一
九
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
は
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
は
経
済
成
長
を
持
続
さ

せ
、
そ
れ
と
と
も
に
福
祉
国
家
の
機
能
圏
も
拡
大
し
て
い
っ
た
。
ケ
イ
ソ
ズ
主

義
的
福
祉
国
家
は
、
「社
会
国
家
的
妥
協
」
(
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
)
の
た
め
の
制
度

的
装
置
と
し
て
も
機
能
し
、
階
級
対
立
を
緩
和
し
、
社
会
的
諸
矛
盾
を
政
治
的

に
解
決
す
る

「
平
和
の
た
め
の
処
方
箋
」
(オ

ッ
フ
ェ
)
と
し
て
、
大
い
に
そ

ハ　
ソ

の
真
価
を
発
揮
し
て
き
た
。
し
か
し
、

一
九
七
三
年
の
第

一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ヅ

ケイγズ主義的福祉国家の隘路 と展望69



ク
、
そ
し
て

一
九
七
八
、
七
九
年

の
第

二
次
石
油
危
機
を
経
て
、
事
情
は

一
変

す
る
。
世
界
は
低
成
長
の
時
代
に
入
り
、
そ
し
て
福
祉
国
家
見
直
し
の
論
議
が

活
発
化
す
る
。
福
祉
国
家
の
位
置
つ
げ
や
処
置
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
、
互
い
に

宥
和
不
可
能
な
意
見
や
立
場
や
政
策
の
相
違
が
顕
在
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「階

級
間
の
妥
協
の
た
め
の
機
構
そ
の
も
の
が
、
階
級
間
対
立
の
対
象
に
な

っ
て
き

　
　
　

た
」
の
で
あ
る
。

オ

ッ
フ
ェ
に
従

っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
に
対
す
る
攻
撃
を
、
右

か
ら
の
も
の
と
左
か
ら
の
も
の
と
に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
パ
タ
ー
ン
化
す
れ

　ア
　

ば
、
大
略
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
ネ
オ

・
レ

ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
と
マ
ネ

タ
リ
ズ
ム
を
標
榜
す
る
新
自
由
主
義
、
あ
る
い
は
新
保
守
主
義
サ
イ
ド
か
ら
の

福
祉
国
家
批
判
は
、

一
貫
し
て
自
由
な
市
場

へ
の
回
帰
を
主
張
す
る
。
ケ
イ
ン

ズ
主
義
的
福
祉
国
家
に
よ
る
行
政
的
措
置
は
、
市
場
合
理
性
に
無
用
で
有
害
な

足
枷
を
は
め
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
市
場
と
、
さ
ら
に
国
家
自
身
に
対
し
て

も
機
能
不
全
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
国
家
に
よ
る
市
場
経
済

へ
の
介
入
は
、

第

一
に
、
企
業

へ
の
課
税
と
規
制

の
強
化
に
よ

っ
て

「投
資
意
欲
の
減
退
」

(山
一ω一づ
OΦ
口
け一く
Φ
冖O
一5
く
①ωけb
PΦ
口
什
)
を
招
き
、
第
二
に
、
労
働
者
に
対
す
る
社

会
保
障
給
付
の
拡
大
に
よ

っ
て

「
労
働
意
欲

の
減
退
」

(象
ωぎ
o①
暮
貯
Φ
8

ぞ
o
鱒
)
を
招
く
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
市
場
に
お
け
る
生
産
性
の
低
下
を
も

た
ら
し
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
経
済
的
な
需
要
過
剰

ー

イ
ン
フ
レ

ー

を
も

た
ら
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
福
祉
国
家
の
施
策
は
、
福
祉
受
益
者
の
側
で

の
福
祉
給
付
に
対
す
る
期
待
や
要
求
水
準
の
歯
止
め
の
な
い
亢
進
を
引
き
起
こ

し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
政
治
的
な
需
要
過
剰

-

統
治
不
可
能
性

(β
亭

σqo
く
o
蕁
"び
諱
昌
)
ー

を
も
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
国
家
の
権
限
や
活
動
領
域

の
拡
大
と
と
も
に
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
国
家
が
被
る
過
剰
負
担
と
機
能
不
全
が

原
因
と
な

っ
て
国
家
の
威
信
が
低
下
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
克
服
す
る
た

め
に
も
、
国
家
の
負
担
を
軽
減
し
、
社
会
の
形
成
原
理
を
市
場
の
側
に
シ
フ
ト

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

オ
ッ
フ
ェ
は
、
以
上
の
よ
う
な
右
か
ら
の
福
祉
国
家
批
判
は
、
左
翼
が
通
常

考
え
て
い
る
よ
り
も
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
特
に
、
そ
の
経
済
理
論
面
で

の
妥
当
性
や
現
状
診
断
の
的
確
性
以
上
に
、
こ
の
種
の
批
判
は
、
そ
れ
自
体
現

実
に
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
危
機
を
形
成
し
、
助
長
す
る
、
と
い
う
意

味
で
そ
う
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
に
と

っ
て
機
能
的
に
重
要
な

「
独
古
セ
ク
タ
ー
」
に
属
し
、
強
い
権
力
を
保
持
し
て
い
る
企
業
家
や
エ
コ
ノ

ミ
ス
ト
に
よ
る
現
実
定
義
は
、
そ
の
ま
ま
人

々
に
と

っ
て
は
事
実
と
し
て
機
能

す
る
傾
向
を
も

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「人
が
あ
る
状
況
を
リ
ア
ル
な
も
の

と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
、そ
の
状
況
は
結
果
に
お
い
て
リ
ア
ル
な
も
の
で
あ
る
」

と
い
う

「
ト
マ
ス
の
公
理
」
が
も
の
を
言
う
。

し
か
し
、
新
自
由
主
義
者
や
新
保
守
主
義
者
た
ち
に
よ
る
福
祉
国
家
全
面
否

定
論
は
、
そ
れ
を
政
策
レ
ヴ

ェ
ル
で
実
行
に
移
す
段
に
な
る
と
、
現
実
の
な
か

に
係
留
点
を
も
た
な
い
空
理
空
論
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、

社
会
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
望
ま
し
く
か
つ
機
能
可
能
な
組
織
形
態
の

モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
社
会
的
勢
力
や
具

体
的
戦
略
を
指
示
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
オ
ッ
フ
ェ
は
考
え
る
。
な
ぜ
な

ら
、
「福
祉
国
家
は
、
あ
る
意
味
で

一
つ
の
不
可
逆
的
な
構
造
に
な

っ
て
き
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
廃
棄
す
る
た
め
に
は
、
政
党
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
な
転
換

の
み
な
ら
ず
、
ま
さ
に
政
治
的
民
主
制
と
労
働
組
合
の
全
廃
を
必
要
と
す
る
」
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か
ら
で
あ
る
。

「発
達
し
た
資
本
主
義

マ
イ
ナ
ス
福
祉
国
家
」
は
、
機
能
可
能
な
モ
デ
ル
で

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
福
祉
国
家

の
突
然
の
消
滅
は
、
激
発
す
る

コ
ン
フ
リ

ク
ト
と
無
政
府
状
態
に
シ
ス
テ
ム
を
放
置
す
る
こ
と
に
な
る
」

の
で
あ
る
。
ケ

イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
矛
盾

と
は
、
「
資
本
主
義
社
会
が
福
祉
国
家
と
共

存
し
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福

祉
国
家
な
し
で
は
存
在
で
き
な
い
と
い
う

す
　

と
こ
ろ
に
あ
る
」
。

現
代
の
福
祉
国
家
に
対
す
る
批
判

は
、
右
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
左
翼
陣
営

か
ら
も
寄
せ
ら
れ
る
。
オ
ッ
フ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
批
判
は
次
の
三
点
に
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
福
祉
国
家
は
、
①
無
能
力
、
か

つ
非
効
率

的
な
も
の
で
あ
り
、
②
抑
圧
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ
し
て
③
政
治
的
、
イ
デ
オ

　
り
　

ロ
ギ
ー
的
な
統
制
機
能
を
果
た
す
も

の
で
あ
る
。
①
の
批
判
は
、
福
祉
国
家
は
、

資
本
ー
賃
労
働
関
係
そ
の
も
の
に
は
ま

っ
た
く
手
を

つ
け
ず
に
、
た
だ
所
得
の

再
分
配
に
よ

っ
て
、
賃
金
生
活
者
階
級
の
内
部
で

一
定
の
平
等
を
も
た
ら
す
だ

け
で
あ
る
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
。
福
祉
国
家
の
諸
政
策
は
、
原
因
を
根
絶

す
る
こ
と
な
く
、
部
分
的
か

つ
ア
ド

・
ホ

ッ
ク
に
望
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
の
埋

め
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
し
か
で
き
な

い
。
ま
た
、
福
祉
行
政
を
担
う
官
僚
制
的

機
構
は
、
膨
張
す
る
機
構
そ
の
も
の
を
維
持
す
る
た
め
に
多
く
の
資
源
を
浪
費

す
る
た
め
、
福
祉
関
連
の
財
政
支
出

の
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
祉
サ
ー
ヴ

ィ
ス
の
向
上
は
そ
れ
に
比
例
し
な
い
、
と
い
う
非
効
率
性
が
指
摘
さ
れ
た
り
も

す
る
。
②
の
批
判
は
、
福
祉
国
家
は
、
管
理
国
家
と
し
て
の
側
面
を
あ
わ
せ
も

つ
、
と
い
う
事
実
に
向
け
ら
れ
る
。
福
祉
の
受
益
者
は
、
専
門
的
な
福
祉
官
僚

が
規
定
し
要
求
す
る
基
準
や
規
範
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

彼
ら
は
、
福
祉
国
家
の
便
益
と
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を

「受
け
る
に
値
す
る
ク
ラ
イ
エ

ン
ト
」

(山
⑦ω奠
く
ぎ
ひq
島
Φ茸
)
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
第
3
節
で
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
再
び
と
り

あ
げ
よ
う
と
思
う
。
③
の
、
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
統
制
を
行
使
す
る
も

の
と
し
て
の
福
祉
国
家
に
対
す
る
批
判
は
、
労
働
者
の
社
会
意
識
や
自
己
意
識

の
歪
曲
を
問
題
に
し
て
い
る
軌
首
尾
よ
く
展
開
し
て
い
く
福
祉
国
家
体
制
の
な

か
で
は
、
彼
ら
の
意
識
は

「労
働
の
領
域
と
市
民

(〇
三
N窪
ωげ
首
)
の
領
域
」

と
に
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
彼
ら
の
生
産
点
に
お
け
る

労
働
者
と
し
て
の
役
割
と
福
祉
国
家
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
と
し
て
の
役
割
と
が
分

裂
し
て
し
ま
い
、
そ
の
間
の
関
連
が
見
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
階
級
敵
対
的
な
生
産
関
係
や
経
済
構
造
を
変
革
し
よ
う
と

す
る
意
識
が
去
勢
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
第
3

節
で

「社
会
国
家
的
妥
協
」
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
再
説
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

オ
ッ
フ
ェ
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
矛
盾
と
危
機
を
打
開
す
べ
く

形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
勢
力
と
し
て
、
巨
大
資
本
と
旧
中
産
階
級
の
ネ
オ

・
レ

ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
的
連
合
、
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
、
そ
し
て

「
新
し
い

社
会
運
動
」
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
ネ
オ

・
レ

ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
を
唱
導
す

る
第

一
番
目
の
勢
力
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
的
な
影
響
力
は
も

っ

て
は
い
る
も
の
の
目
標
や
戦
略
が
明
確
で
は
な
く
、
将
来
の
成
果
が
期
待
で
き

る
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ

ョ
ソ
に
も
欠
け
て
い
る
。
彼
ら
は
、
口
で
言

っ
て
い
る
こ
と

と
は
裏
腹
に
、
具
体
的
な
政
策
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
旧
来
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福

祉
国
家
の
遺
産
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
稿
で
は
、
福
祉
国
家
修
正
論
と
し
て
二
番
目
の
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ

ケイソズ主義的福祉国家の隘路 と展望71



イ
ズ
ム
の
処
方
箋
に
つ
い
て
若
干

の
考
察
を
加
え
、
第
三
節
で

「新
し
い
社
会

運
動
」
に
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

2

福
祉
国
家
修
正
論

ケ
イ

ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
成
立
と
展
開
、
そ
し
て
そ
の
行
き
づ
ま
り
を

歴
史
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

一
九
世
紀
末
以
来
の

「多
元
社
会

(11
V

化
」
の
進
展
と
い
う
観
点
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
レ

ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
期
の
資
本
主
義
社
会
に
照
応
す

る
国
家
の
形
態
は
、
社
会
に
お
け
る
私
人
の
自
由
な
活
動
領
域
を
保
証
す
る
た

め
の
、
最
小
限
の
法
的
、
警
察
的
、
軍
事
的
装
置
か
ら
成
り
立

っ
て
い
た
。

一

九
世
紀
的
市
民
社
会
の
自
己
了
解

の
な
か
で
は
、
自
由
な
各
行
為
主
体
に
よ
る

自
利
の
追
求
は
、
市
場
の
需
要
と
供
給
の
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
、

最
も
効
率
的
で
公
正
で
豊
か
な
経
済
秩
序
を
も
た
ら
し
、
他
方
で
は
政
治
的
公

共
圏
に
お
け
る
自
由
な
市
民
た
ち
に
よ
る
理
性
的
な
討
論
は
、
最
大
多
数
の
最

大
幸
福
を
配
慮
し
た
適
正
な
世
論
を
生
み
出
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
政
治
シ
ス

テ
ム
も
公
正
に
運
営
さ
れ
て
い
く
、
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
国
家
に
期
待

さ
れ
る
役
割
は
、
法
制
度
的
な
枠
組
み
の
設
定
と
維
持
に
限
ら
れ
て
い
た
。
つ

ま
り
、
経
済
的
な
レ
ヴ

ェ
ル
で
も
、
政
治
的
な
レ
ヴ

ェ
ル
で
も
、
当
時
は
個
人

主
義
的
な
人
間
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
レ

ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
が
、
秩
序
形
成
原
理

と
し
て
前
提
に
さ
れ
、
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
(ち
な
み
に
、
こ
の
よ

う
な
立
場
を
、
政
治
哲
学
の
な
か
で
先
駆
的
に
表
明
し
た
の
は
、
J

・
J

・
ル

ソ
ー
で
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は
、
徒
党

や
利
益
団
体
を
排
し
た
平
等
な
人
民
個

々

人
が
、
十
分
な
情
報
を
得
た
う
え
で
理
性
的
に
討
議
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
二

般
意
志
」
が
析
出
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。)

し
か
し
、

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
近
代
市
民
社
会
が
被

っ

た
変
貌
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済
観
、
政
治
観
を
無
効
に
し
て
し
ま
う
。
近
代
市

民
社
会
の
変
質
の
な
か
で
、
こ
の
場
合
特
筆
す
べ
き
も
の
が
、
利
益
団
体
の
形

成
と
発
展
、
す
な
わ
ち
個
人
主
義
的
社
会
の

「多
元
社
会
」
(覧
巳
昌

ω什δ
畠
Φ

○
Φ。。Φ　
ω
o匿
h汁)

へ
の
転
換
と
展
開
で
あ
る
。
・

レ
ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
的
社
会
観
が
前
提
に
し
て
い
た
の
は
、
市
場
に
お
け
る

自
由
な
個
々
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
の
利
益
の
み
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
結
果
的
に
は
社
会
に
調
和
が
保
た
れ
、
経
済
活
動
の
活
性
化
を
通
じ
て

社
会
全
体
の
富
も
増
大
し
、
し
た
が

っ
て
国
民
全
体

の
福
祉
の
増
進
を
も
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
想
定
で
あ

っ
売
。
し

か
し
、

一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
現
実
に
自
由
競
争
に
基
づ
く
資
本
主
義
的
市
場

社
会
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
貧
富
の
差
の
拡
大
、
絶
対
的
窮
乏
化
、
疾
病
や

犯
罪
の
増
加
等
々
で
あ

っ
た
。
市
場
に
お
け
る
、
利
得
を
め
ぐ
る
形
式
的
に
自

由
で
形
式
的
に
平
等
な
競
争
は
、
個
人
間
、
集
団
間
、
階
層
間
に
歴
然
と
存
在

す
る
権
力
や
資
源
の
格
差
の
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
権
力
や
資
源
を
も
た
な
い

人

々
に
と

っ
て
は
、
実
質
的
な
不
自
由
、
実
質
的
な
不
平
等
を
も
た
ら
し
て
し

ま
う
。
な
お
か

つ
、
産
業
社
会
の
進
展
に
伴
な

っ
て
、
か
つ
て
は
人
々
の
生
活

の
基
盤
を
形
づ
く

っ
て
い
た
伝
統
的
な
家
族
や
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
も
解
体
し
て

い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
社
会
的
弱
者
は
、

一
人

一
人
孤
立
無
縁

の
分
断
さ
れ
た
社
会
的
弱
者
と
し
て
、
レ
ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
的
市
場
社
会
に
投

げ
こ
ま
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
権
力
や
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
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な
い
、
社
会
的
に
劣
位
の
立
場
に
置

か
れ
た
人

々
は
、
自
ら
の
生
存
と
利
益
を

守
る
た
め
に
は
、
個
人
主
義
的
な
レ
ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
の
枠
組
み
か
ら
脱
す
る

必
要
が
生
じ
る
。
か
く
し
て
人

々
は

、
市
場
に
お
け
る
利
得
を
よ
り
確
実
に
、

効
率
的
に
獲
得
す
る
た
め
に
、
例

え
ば
、
労
働
組
合
や
各
種
職
能
団
体
等
の
利

益
集
団
に
結
集
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
相
対
的
に
権
力
や
資
源
に

恵
ま
れ
た
雇
用
者
や
企
業
家
の
側

で
も
、
そ
の
よ
う
な
労
働
者
の
組
織
化

の
運

動
に
対
抗
す
べ
く
、
連
合
や
団
体
形
成
を
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

レ
ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
型
の
自
由
主
義
的
市
場
社
会
に
お
け
る

一
般
的
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
、
.自
由
な
諸
個
人
を
基
本
的
単
位
と
す
る
原
子
論
的
社
会
観
で
あ

っ
た
が
、
社
会
の
構
成
員
が
数
多
く

の
利
益
集
団
へ
と
再
組
織
さ
れ
る
に
つ
れ

て
、
社
会
は
集
団
原
則
を
軸
に
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か

も
そ
の
際
、
個
々
の
利
益
集
団
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
利
益
を
求
め
て
あ
く
ま

で
も
自
己
中
心
的
に
行
動
し
、
か

つ
そ
の
よ
う
な
集
団
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

行
動
様
式
を
規
制
す
る
上
位
の
原
理
は
、
こ
こ
で
は
働
い
て
は
い
な
い
。
・し
た

が

っ
て
、
個
人
主
義
的
レ
ッ
セ

・
フ

ェ
ー
ル
体
制
か
ら
多
元
社
会

へ
の
変
質
と

展
開
は
、
G

・
ブ
リ
ー
フ
ス
に
な
ら

っ
て
言
う
な
ら
、
「
自
由
放
任
個
人
主
義
」

(冖、鋤
一ωω
ΦN-h鋤
一同Φ
ー一嵩
α
一く
一傷
賃
βo
一一〇〇口Pq
ω)
か
ら

「自
由
放
任
多
元
主
義
」

(い
巴
甲

のo
N点
巴
お
-コ
霞
巴
δ
ヨ
⊆
ω)

へ
の
転
換
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で

お
　

あ
ろ
う
。

市
場
の
力
学
そ
の
も
の
に
起
因
す

る
諸
矛
盾
が
顕
在
化
す
る
に
つ
れ
て
、
国

家
は
し
だ
い
に
市
場

へ
干
渉
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
、
市
場
に
対
し
て
財
や

サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
投
入
し
た
り
、
様
々
な
規
制
措
置
を
講
じ
た
り
す
る
の
だ
が
、

他
方
、
市
場
に
お
け
る
各
種
利
益
集
団
は
、
自
ら
に
と

っ
て
有
利
な
よ
う
に
、

国
家
の
政
策
を
引
き
出
し
た
り
誘
導
し
た
り
し
よ
う
と
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、

各
利
益
集
団
は
、
国
家
か
ら
提
供
さ
れ
る
分
配
物
の
、
い
わ
ば
歯
止
め
な
き
分

捕
り
合
戦
を
演
じ
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
側
か
ら
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
提
供
を
め

ぐ
る
利
益
集
団
間
の
分
捕
り
合
戦
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
大
衆
民
主

主
義
の
進
展
に
よ

っ
て
、
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
か
る
。
利
益
集
団
は
、
自
ら
の

利
益
の
増
進
を
は
か
る
た
め
に
、議
員
個
人
や
政
党
に
要
求
を
つ
き
つ
け
る
が
、

後
者
は
、
議
席
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
票
田
と
し
て
の
前
者
の
要
求
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
第

一
次
、
第

二
次
大
戦
以
後
の
福
祉
国
家
の
量
的
、

質
的
な
拡
充
は
、
こ
の
よ
う
な
利
益
集
団

(そ
の
最
も
重
要
な
要
素
は
、
労
働

組
合
で
あ
ろ
う
)
を
通
じ
て
の
人
々
の
生
活
改
善
要
求
に
対
す
る
応
答
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
利
益
集
団
に
よ
る
国
家
の
側
か
ら
の
分
配
物

の
分
捕
り
合
戦
と
、

国
家
に
よ
る
気
前
の
い
い
福
祉
の
提
供
は
、
経
済
が
順
調
に
推
移
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
、

コ
ン
フ
リ
ク
ト
や
機
能
不
全
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
平
衡
関
係
を
保

つ

こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ
て
、
主
要
先
進
工
業
国
に
お
け
る

一
九
七
〇
年
代

半
ば
以
降

の
経
済
成
長
の
頓
挫
は
、
国
家
に
深
刻
な
財
政
難
を
も
た
ら
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
り
、
い
き
お
い
福
祉
国
家
の
危
機
と
そ
の
見
直
し
が
叫
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
。
福
祉
国
家
の
限
界
や
危
機
に
つ
い
て
の
認
識
と
、
そ
れ
を
克
服

す
る
た
め
の
処
方
箋
の
提
示
は
、多
元
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
も
た
ら
す
「要

求
の
イ
ン
フ
レ
」
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
国
家
行
政
シ
ス
テ
ム
の

「統
治
不
可

能
性
」
を
焦
点
に
し
て
行
な
わ
れ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
新
自
由
主
義
者
、
あ
る
い
は
新
保
守
主
義
者
は
、
市

場
の
活
力
や
自
動
調
整
機
能
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
軸

ケインズ主義的福祉国家の隘路と展望73



に
し
て
社
会
シ
ス
テ
ム
全
体
を

=
兀
論
的
に
再
建
し
よ
う
と
す
る

(
ハ
イ
エ
ク

や
ミ
ー
ゼ
ス
ら
の

「
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
学
派
」
が
そ
の
典
型
)
。
そ
の
よ
う
な

経
済
学
説
を
政
策
レ
ヴ

ェ
ル
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、

一
九
八
○
年
代

の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
、
レ
ー
ガ

ソ
政
権
、
な
ら
び
に
日
本
の
中
曽
根
政
権
で
あ

馳

ろ
う
。
ネ
オ

・
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
的
な
経
済
学
説
や
政
策
は
、
具
体
的
な
到
達

目
標
を
首
尾

一
貫
し
て
明
示
す
る

こ
と
も
、
成
果
が
期
待
で
き
る
戦
略
を
立
て

る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
独
特
の
自
家

撞
着
に
も
陥

っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
、
福
祉
国
家
体
制
を
全
面

的
に
否
定
す
る
た
め
に
は
、
多
元
社
会
を
解
体
し
て

「
要
求
の
イ
ン
フ
レ
」
か

ら
国
家
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
す
る
た
め
に
は
国
家
行
政
シ

ス
テ
ム
に
、
利
益
集
団
を
お
さ
え

こ
み
、
た
た
き
潰
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の

極
め
て
強
い
権
力
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(事
実
、
前
述
の
新
保
守
主
義

政
権
は
、
ど
れ
も
強
い
権
限
を
指
導
者

へ
と
集
中
す
る
大
統
領
制
的
な
政
治
シ

ス
テ
ム
を
指
向
し
て
い
た
)
。
し

か
し
、
こ
の
こ
と
は
宀
新
自
由
主
義
が
標
榜

す
る
、
国
家
に
よ
る
干
渉
を
断
ち
切

っ
た
自
由
な
市
場
の
復
権
と
い
う
モ
デ
ル

と
真

っ
向
か
ら
衝
突
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る

(多
元
社
会
化
は
、
自
由
な
市
場

の
展
開
に
伴
な
う
必
然
的
な
所
産

で
あ
る
)。

福
祉
国
家
な
き
資
本
主
義
が
実

現
不
可
能
な
モ
デ
ル
だ
と
す
る
な
ら
、
問
題

は
危
機
に
陥

っ
た
福
祉
国
家
体
制

を
ど
の
よ
う
に
修
正
す
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、

一
般
に

「
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
」

と
呼
ば
れ
る
、
国
家
の
政
策
決
定

の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

ハぼ
　

調
整
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
議
会
や
行
政
官
庁
の
外
部
で
利
益
諸
集
団
に
よ

る
集
団

エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
行
動
を
制
御
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
政
策
決
定
プ

ロ
セ
ス
に
平
和
裡
に
統
合
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。
具
体
的
に
ど
の
層
の

利
益
集
団
を
、
ど
う
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
政
策
協
議
に
参
加
さ
せ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
は
、
論
者
に
よ

っ
て
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
ネ
オ

・

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
、
国
家
と
巨
大
資
本
と
労
働
者
組

織
か
ら
の
代
表
に
よ
る
三
者
間
意
思
決
定
に
基
づ
く
妥
協
に
よ

っ
て
成
り
立

っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
な
か
で
、
多
元
的
利
害
を
調
整
し
、

ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
を
再
建
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
立
場
が
ね
ら

い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
福
祉
国
家
の
構
想
に
お
い
て
は
、
特
に
労
働
者
の
利

益
代
表
の
、
賃
金
水
準
や
雇
用
水
準
、
社
会
保
障
水
準
に
関
す
る
政
策
協
議

へ

の
幅
広
い
参
加
が
鍵
と
な
る
。
従
来
の
、
ケ
イ
ン
ズ
ー
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
型
福
祉

国
家
に
お
い
て
は
、
総
需
要

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
通
じ
て
の
経
済
成
長
や
雇
用
の

保
障
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ミ
ニ
マ
ム
の
社
会
保
障

(多
元
社
会
状
況
に
お
け
る

分
配
分
捕
り
合
戦
の
な
か
で
は
、
各
集
団
は
、
ミ
ニ
マ
ム
で
は
な
く
オ
プ

テ
ィ

マ
ム
の
社
会
保
障
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
社
会
保
障
給
付
の
水

準
が
絶
え
ず
膨
張
し
て
い
く
)
を
国
家
主
導
で
タ
テ
方
向
に
実
行
し
、
各
利
益

集
団
、
特
に
労
働
者
組
織
は
、
そ
の
便
益
を
享
受
す
る
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
な

る
便
益
を
引
き
出
す
た
め
に
議
会
や
行
政
に
圧
力
を
か
け
た
り
す
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
三
者
協
調
体
制
の
な
か
で
は
、
福
祉
の

無
原
則
な
ば
ら
ま
き
ど
利
益
集
団
の
集
団
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
行
動
様
式
と

を
効
果
的
に
制
御
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
単
に
労
使
間
で
の

利
潤
の
分
配
や
国
家
に
よ
る
福
祉
給
付

の
水
準
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
生

産
の
質
や
量
に
つ
い
て
も
労
働
者
代
表
が
加
わ

っ
た
政
策
協
議
の
対
象
に
さ
れ
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る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
労
使

の
問
で
の
、
生
産
面
と
調
和
し
た
賃
金
水
準

に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ソ
サ
ス
が
形
成
可
能
に
な
り
、
ま
た
経
済
成
長
に
応
じ
た
、

市
場
の
活
力
に
と

っ
て
桎
梏
に
な
ら
な
い
社
会
保
障
水
準
に
つ
い
て
の

コ
ン
セ

ソ
サ
ス
が
形
成
可
能
に
な
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ

ィ
ズ
ム
型
に
福
祉
国
家
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
新
自
由
主
義
老
た
ち

か
ら
の
福
祉
国
家
批
判
も
か
わ
す

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
危
機
に
対
す
る
、
こ
の
よ
う
な
ネ
オ

・
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
再
編
成
に
に
よ
る
対
応
は
、
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
、
例
え

ば
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
や
ノ
ル
ウ
ェ
i
、
西
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
等
で

見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
は
た
し
て
福
祉
国
家
の
有
望
で
安
定
し
た
未

来
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
問
題

点
が
い
く

つ
か
存
在
す
る
。
ま
ず
第

一
に
、
労
働
市
場
の
分
断
化
の
進
行
に
よ

っ
て
、

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
政
策
協
議
に
参
加
す
る
労
働
者
代
表

の
、
そ
の

代
表
資
格
が
ま
す
ま
す
疑
わ
し
く
な
る
、
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

　は
　

オ

ッ
フ
ェ
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
、
基
幹
産
業
や
大
企
業
に
属
し
て
い
る

「独

占
セ
ク
タ
ー
」

(日
oロ
8
0
ぐ

ω①08
鬥
)
の
労
働
者
は
、
組
織
化
さ
れ
て
い
る
度

合
い
が
高
く
、
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
機
能
的
重
要
性
も
大
き

い
の
で
、
自
ら
の
利
害
を
国
家
の
政
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
容
易
だ
が
、
し

か
し
そ
の
逆
に
、
ほ
と
ん
ど
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
組
織
化
が
は

な
は
だ
困
難
な
、
そ
し
て
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
そ
の
機
能
的
重
要
性
も
小
さ
い

「残
余
労
働
力
」
(お
ω乙
§
=
9
ぴ
o
霞

b
o
≦
奠
)
に
属
す
る
人

々
1

学
生
、

老
人
、
女
性
、
障
害
者
、
失
業
者
、
外
国
人
労
働
者
等

ー

の
利
害
は
切
り
捨

て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
人

口
比
に
占
め
る
後
者
の
割
合
は
、

近
年
ま
す
ま
す
増
大
し
て
お
り
、
ま
た
人
口
の
こ
の
部
分
は
、
こ
の
と
こ
ろ
重

要
性
を
増
し
て
い
る
社
会
的

コ
ン
フ
リ
ク
ト

(「新
し
い
社
会
運
動
」
)
の
発
生

源
に
も
な

っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

型
福
祉
国
家
は
対
処
す
る
術
を
知
ら
な
い
。
ま
た
、
オ
ッ
フ
ェ
が
言
う
よ
う
に
、

ネ
オ

.
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
体
制
は
、
労
働
市
場
の
周
辺
部
に
位
置
す
る
人
々

だ
け
で
は
な
く
、
取
引
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
い
な
い
、
例
え
ば
消
費
者
に
負

お
　

担
を
転
嫁
す
る
こ
と
に
も
な
り
が
ち
で
あ
る
。

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
第

二
の

問
題
点
は
、
オ

ッ
フ
ェ
に
従
う
な
ら
、
資
本
家
の
組
織
と
労
働
者
の
組
織
と
の

間
に
存
在
す
る

一
種
の
不
均
衡
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
代
表
者
が
、

個
々
の
労
働
者

の
賃
金
要
求
に
対
す
る
統
制
力
と
拘
束
力
を
も

っ
て
い
る
ほ
ど

に
は
、
資
本
の
代
表
者
は
、
個

々
の
企
業
の
価
格
計
画
や
投
資
計
画
に
対
す
る

支
配
力
を
も

っ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ

ム
的
な
協
議
に
お
い
て
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形

で
生
み
出
さ
れ
た
決
定
事
項

は
、
労
働
者
階
級
に
対
し
て
は
拘
束
力
を
も

つ
が
、
個
別
資
本
に
対
し
て
は
拘

束
力
を
も
た
ず
、
そ
の
結
果
、
後
者
は
市
場
に
お
い
て
、
自
ら
の
欲
す
る
ま
ま

　め
　

に
行
動
す
る
自
由
を
依
然
と
し
て
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
政
策
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
う
ま
く
機
能
し
な
い
。
第
三

の
問
題
点
は
、

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
非
民
主
的
性
格
に
あ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
政
策
決
定
の
プ

ロ
セ
ス
は
、
議
会
に
お
け
る
正

規
の
公
開
的
討
論
を
経
ず
に
、
い
わ
ば
そ
の
頭
ご
し
に
行
な
わ
れ
る
た
め
に
、

一
種
の
密
室
政
治
に
帰
着
し
て
し
ま
う
。
特
に
、
そ
の
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
自

ら
の
利
益
代
表
を
送
り
こ
ん
で
い
な
い
集
団
や
階
層
に
対
し
て
、
そ
れ
が
自
ら

の
正
当
性
を
証
示
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
を
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経
て
決
定
さ
れ
た
政
策
に
対
し
て
は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
責
任
の
所
在
も

曖
昧
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

新
自
由
主
義
の
福
祉
国
家
否
定
論
と
同
様
、
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の

福
祉
国
家
修
正
論
も
、
実
り
あ
る
未
来
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
を
提
示
で
き
な
い
で
い

る
。
後
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
頭
を
悩
ま
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
け
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ネ
オ

・
レ

ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
を
主
張
す
る
前
者
の

福
祉
国
家
批
判
に
対
し
て
は
、
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
を
擁
護
す
べ
く
、

対
案
を
示
し
つ
つ
あ
る
程
度
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
第

一

節
で
述
べ
た
よ
う
な
左
翼
の
側
か
ら
の
批
判
に
は
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
福
祉

国
家
の
危
機
や
行
き
づ
ま
り
に
は
、
国
家
と
経
済
と
の
間
を
媒
介
す
る
制
度
的

な
機
構
を
修
正
す
る
だ
け
で
は
す
ま
な
い
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
が
伏
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

3

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
福
祉
国
家
論

第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
西
側

の
先
進
工
業
国
に
お
い
て
は
、
ケ
イ

ン
ズ
主

義
的
福
祉
国
家
は
、
「
社
会
国
家
的
妥
協
」
(α
奠

ωoN
芭
ω鼠
9岳
o
げ
Φ
国
o
言
蹼
守

ヨ
湊
)
を
通
じ
て
の
階
級
対
立
の
鎮
静
化
に
、
か
な
り
の
程
度
成
功
を
収
め
て

(17
)

き
た
、
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
考
え
る
。
こ
の
点
は
、
第

一
節
で
述
べ
た
、
左
翼

陣
営
か
ら
福
祉
国
家
に
寄
せ
ら
れ

る
批
判
点
の
三
番
目
、
す
な
わ
ち
、
政
治
的
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
統
制
の
た
め
の
機
関
と
し
て
福
祉
国
家
を
と
ら
え
る
視
点
と

関
係
す
る
。
「
社
会
国
家
的
妥
協
」

は
、
ま
ず
経
済
シ
ス
テ
ム
と
人

々
の
私
的

領
域
と
の
間
で
成
立
す
る
。労
働
の
他
律
的
性
格
は
そ
の
ま
ま
残
る
と
し
て
も
、

賃
金
が
不
断
に
上
昇
し
て
い
く
限
り
、
階
級
闘
争
は
制
度
化
さ
れ
た
枠
組
み
の

な
か
で
平
和
裡
に
収
拾
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
は
、

こ
の
よ
う
な
階
級
対
立
の
鎮
静
化
の
条
件
を
な
す
経
済
成
長
、
な
ら
び
に
賃
金

の
上
昇
を
保
証
す
る
た
め
に
、
経
済
市
場
に
介
入
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、

疎
外
さ
れ
た
労
働
に
従
事
す
る
労
働
者
の
役
割
が
、
豊
か
に
物
財
を
享
受
す
る

消
費
者
と
し
て
の
役
割
に
よ

っ
て
補
償
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
労
働
世
界
に
お
け

る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
そ
の
も
の
が
鎮
静
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
社
会
国
家
的
妥

協
」
は
、
ま
た
国
家
行
政
シ
ス
テ
ム
と
公
共
圏
と
の
間
に
も
成
立
す
る
。
こ
こ

で
は
人

々
は
、
福
祉
国
家
的
官
僚
制
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
し
て
国
家
の
側
か
ら

財
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
受
け
と
る
か
わ
り
に
、
政
治
的
意
思
決
定
過
程

へ
の
実
質

的
な
参
加
を
放
棄
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
儀
式
的
な
投
票
行
為
に
の
み
局
限
さ

れ
た
、
中
性
化
さ
れ
た

(】POd幵同帥
一一ω一①
吋叶)
政
治
参
加
の
形
態
の
代
償
と
し
て
、

人

々
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
し
て
の
権
利
要
求
を
手
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
国
家
行
政
シ
ス
テ
ム
の
側
は
、
福
祉
給
付
の
分
配
ざ
え
怠
ら
な
け
れ
ば
、

生
活
世
界
の
側
か
ら
深
刻
な
政
治
的
争
点
を
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
、

一

種
の
自
律
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
西
側
先
進
諸
国
の
社
会
国
家
11
福
祉
国
家
の
相
対
的
安
定

は
、

一
九
七
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
は
も
は
や
成
り
立
た
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
て

い
る
。
す
で
に
前
節
や
前
々
節
で
触
れ
た
社
会
経
済
的
な
理
由
に
加
え
て
、
も

っ
と
根
深
い
、
福
祉
国
家
体
制
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
問
題
を
、
ハ
ー
バ
ー

マ

ス
は
指
摘
す
る
。

ま
ず

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
強
調
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
社
会
国
家
11
福
祉
国
家
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の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
そ
れ
自
体
よ
り
良
い
未
来
を
指
し
示
す
ポ
テ
ソ
シ
ャ
ル

を
失
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
国
家
の

プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
従
来
、
「
労
働
社
会

(》
吾
9

ω晦
Φ
のΦ
房
o
冨
津
)
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
」
か
ら
自
ら
の
存
在
意
義
と
駆
動
力
を
得
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
、

こ
の

「労
働
社
会
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
が
終
焉
を
迎
え
て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
で

ハ　
　

あ
る
。
「労
働
社
会
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
は
、
資
本
主
義
的
市
場
社
会
に
運
命

的
に
つ
き
ま
と
う
労
働
の
他
律
的
規
定
か
ら
、
労
働
者
を
解
放
し
よ
う
と
い
う

構
想
を
指
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

、
社
会
国
家
は
、
資
本
主
義
社
会
に
特
有
の

資
本
-
賃
労
働
関
係
そ
の
も
の
を
直
接
廃
棄
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
そ

の
か
わ
り
に
そ
れ
は
、
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
た
労
働
者
に
財
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス

な
ど
の
福
祉
給
付
を
提
供
し
た
り

、
企
業
活
動
に
対
し
て
規
制
措
置
を
施
し
た

り
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
賃
労
働

に
内
在
す
る
根
本
的
な
リ
ス
ク
を
緩
和
し
よ

う
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
社
会
国
家
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
マ
ル
ク
ス

か
ら
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
至
る
古
典
的
な
社
会
理
論
家
た
ち
が
そ

う
考
え
て
い
た
の
と
同
様
に
、
抽
象
的
労
働
を
社
会
構
造
や
人
々
の
生
活
史
に

お
い
て
中
心
的
位
置
価
を
も
つ
も

の
と
し
て
扱

っ
て
き
た
。し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー

マ
'ス
は
、
オ
ッ
フ
ェ
に
依
拠
し
て
、
こ
の
よ
う
な

「労
働
社
会
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」

の
社
会
的
な
現
実
に
お
け
る
準
拠
点
で
あ

っ
た

「労
働
や
生
産
、
所
得
と
い
っ

た
事
実
が
、
社
会
体
制
と
そ
の
発

展
に
対
し
て
も
つ
客
観
的
規
定
力
を
減
少
さ

　　

せ
て
い
る
」

こ
と
に
注
目
す
る
。

労
働
や
生
産
、
所
得
と
い

っ
た
要

因
が
、
社
会
全
体
に
対
す
る
構
造
形
成
力

や
発
展
規
定
力
を
失
な

っ
て
き
て
い
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
オ
ッ
フ
ェ
は
、

(
20
V

第

一
に
近
年
の
労
働
形
態
の
多
様
化
を
あ
げ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
を
は
じ
め
と

す
る
古
典
的
な
社
会
理
論
家
た
ち
に
と

っ
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
お
い
て

は
大
多
数
の
社
会
成
員
の
活
動
が
、
同
質
的
で
抽
象
的
な
賃
労
働
と
い
う
形
態

に
収
斂
し
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
社
会
の
基
本
的
な
社

会
構
造
を
説
明
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
で
き
た
の
に

対
し
て
、
今
日
で
は
、
誰
か
が
労
働
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
労
働
者
だ
と
い
う

だ
け
で
は
、
そ
れ
自
体
何
も
語

っ
て
い
な
い
に
等
し
い
。
「
い
ず
れ
に
し
て
も
、

多
く
の
事
実
が
次
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
市
場
の
分

断
化
や
資
格
に
基
づ
く
労
働
者
の
分
解
に
関
す
る
多
く
の
研
究
が
説
得
力
の
あ

る
仕
方
で
示
し
て
き
た
よ
う
な
多
面
的
な
分
化
の
過
程
に
よ

っ
て
、
ま
た
時
を

経
る
に
従

っ
て
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
労
働
条
件
の
経
済
的
、
組
織

的
、
技
術
的
変
化
の
た
め
に
、
『
労
働
者
』
と
し
て
の
特
性
そ
れ
訂
体
は
、
も

は
や
文
化
的
、
組
織
的
、
政
治
的
集
団
形
成
や
集
合
的
解
釈
の
出
発
点
に
は
な

ヨ
　

り
得
な
い
の
で
あ
る
」
。
第

二
に
、
個
々
の
労
働
者

の
意
識
の
な
か
で
の
、
労

働
の
主
観
的
な
価
値
や
中
心
性
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
労
働
が
人
々
の
生
活

に
と

っ
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
そ
れ
が

(i
)

社
会
統
合

の
レ
ヴ

ェ
ル
で
、
「義
務
」

(勺
臣
Oま
)
と
し
て
規
範
化
さ
れ
て
い
る
か
、
("11
)

シ
ス
テ
ム
統
合

の
レ
ヴ

ェ
ル
で
、
「強
制
」
(N
ξ
9。p
σq
)
と
し
て
課
せ
ら
れ
て

(22
)

い
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ま
ず

(i
)
に
関
し
て
言
え
ぱ
、

職
場
の
テ
ー
ラ
i
主
義
的
な
技
術
的
、
組
織
的
合
理
化
の
進
行
と
と
も
に
、
生

産
現
場
か
ら

「
人
間
的
要
素
」
、
あ
る
い
は
道
徳
的
な
判
断

・
行
為
能
力
が
無

用
の
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
き

(そ
の
こ
と
に
対
す
る
補
償
は
、
レ
ギ

ュ

ラ
シ
オ
ソ
理
論
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
、
「
生
産
性
イ
ン
デ
ク
ス
賃
金
」
、
す
な

わ
ち
、
労
働
を
非
人
間
化
す
る
テ
ー
ラ
i
主
義
を
労
働
者
が
受
容
す
る
か
わ
り
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に
、
労
使
間
交
渉
で
労
働
者
に
対
し
て
約
束
さ
れ
る
、
生
産
性
上
昇
に
ス
ラ
イ

ド
さ
せ
た
実
質
賃
金
で
あ
る
)
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
労
働
者
の
労
働

に
対
す
る
主
観
的
意
味
づ
け
や
全
人
格
的
関
与
が
失
な
わ
れ
て
い
く
。
ま
た
、

個
人
の
生
活
連
関
の
労
働
を
中
心
と
し
た

一
貫
性
や
同
質
性
の
解
体
、
及
び
労

働
経
歴

(》
「び
Φ
一叶ωぴ
一〇
σq
「曽
娼
げ
一①
)

の
非
連
続
性
や
、
個
人
の
生
涯
に
お
い
て

労
働
時
間
が
占
め
る
割
合
の
減
少

に
よ

っ
て
、
労
働
の
規
範
性
は
ま
す
ま
す
失

わ
れ
て
い
く
。
("11
)
に
関
し
て
言
え
ば
、
人

々
の
所
得
水
準
が
向
上
す
る
に

つ
れ
て
、
収
入
の
変
更
に
よ
る
動
機
づ
け
の
効
果
は
、
人
々
の
労
働
意
欲
を
増

進
さ
せ
る
方
向
に
は
働
か
な
く
な
る
、
と
い
う
点
や
、
労
働
の

コ
ス
ト
と
プ

ロ

フ
ィ
ッ
ト
の
損
得
勘
定
に
お
い
て
、
労
働
そ
の
も
の
の
む
し
ろ
肉
体
的
、
精
神

的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
性
質
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
労
働
者
の

運
動
も

「よ
り
良
い
労
働
条
件
を
求
め
て
の
闘
争
」
か
ら

「
労
働
に
反
対
す
る

闘
争
」

へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
よ
う
に
な
る

(賃
上
げ
よ
り
も
時
短
)
、
と
い

　お
　

う
点
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
労
働
市
場
に
お
け
る
個
人
的
リ

ス
ク

(疾
病
、
失
業
、
低
賃
金
等
)
を
集
団
的
に
補
償
す
る
福
祉
国
家
の
諸
施

策
に
よ

っ
て
、
飢
餓

へ
の
恐
怖
が
労
働
者
を
賃
労
働

へ
と
動
機
づ
け
る
と
い
う

事
情
も
、
決
定
的
な
力
を
も
た
な
く
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
か
り
に
経

済
状
況
が
悪
化
し
て
、
大
量
の
失
業
が
労
働
市
場
を
脅
か
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
し
わ
よ
せ
は
、
労
働
市
場
の
周
辺
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
、
す
な
わ
ち
「残

余
労
働
力
」
が
ほ
と
ん
ど
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
る

(こ
こ
で
も
ま
た
、
こ
の

周
辺
的
セ
ク
タ
ー
が
、

コ
ン
フ
リ

ク
ト
の
発
火
点
と
な
る
)。

社
会
国
家
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
そ
の
ま
わ
り
に
結
晶
化
す
る
は
ず
で
あ

っ
た

労
働
そ
の
も
の
が
、
社
会
や
個
々
人
の
生
活
に
お
け
る
中
心
性
を
失
な

っ
て
し

ま

っ
た
と
す
る
な
ら
、
も
は
や
社
会
国
家
は
、
よ
り
良
い
未
来
を
指
し
示
す
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
を
保
持
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的

福
祉
国
家
が
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
未
来
像
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
の
な
ら
、
ま
だ
事
は
さ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
か
り
に
こ
の
世
界
的
な
世
紀
末
不
況
の
彼
方
に
脱
出
口
が
見

え
た
な
ら
、
少
な
く
と
も
深
刻
な

コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
種
は
除
去
で
き
る
、
と
考

え
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
意
識
の
駆
動
力

が
な
く
と
も
、
体
制
は
微
調
整
を
く
り
返
し
な
が
ら
存
続
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
問
題
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
の
介
入
主
義
的
政
策
に
よ

っ

て
実
行
に
移
さ
れ
た

「労
働
社
会
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
は
、
実
は
い
わ
ば

「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
逆

ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
表
裏

一
体
の
も
の
で
は
な
か

っ

た
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
福
祉
国
家
に
内
在
す
る
大
き
な
問
題
点
は
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
借
り
る
な
ら
、
「政
治
的
権
力
の
投
入
は
、
人

間
的
で
解
放
さ
れ
た
生
活
形
態
の
促
進
と
保
証
と
い
う
実
質
的
な
目
標
を
達
成

(
24
V

す
る
た
め
の
正
し
い
方
法
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
と
関
わ
る
。

介
入
主
義
的
福
祉
国
家
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の
手
続
き
に
よ

っ
て
正
当
化

さ
れ
た
国
家
権
力
を
用
い
て
、自
然
成
長
的
な
経
済
過
程
の
破
壊
的
影
響
か
ら
、

経
済
成
長
そ
の
も
の
と
、
賃
金
労
働
者
の
生
活
世
界
を
守
ろ
う
と
す
る
。
そ
の

際
、
そ
の
よ
う
な
福
祉
国
家
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
擁
護
し
、
推
進
す
る
人

々
は
、

そ
の
場
合
に
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
権
力
は
、
望
ま
し
い
目
標
を
達
成
す
る

た
め
の
、
強
力
で
か

つ
無
垢
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
「社

会
国
家
的
政
策
を
実
行
に
移
す
法
的
、
行
政
的
手
段
は
、
受
動
的
な
、
い
わ
ば

特
性
な
き
メ
デ
ィ
ア
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
よ
う
な
手
段
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は
、
む
し
ろ
、
事
態
を
ば
ら
ば
ら
に
切
り
離
し
、
規
格
化
し
、
監
視
す
る
と
い

ま
　

う
行
為
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
。

ケ
イ
ソ
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
が
、
生
産
点
に
お
け
る
階
級
対
立
を
鎮
静
化
す

る
た
め
に
貨
幣
や
権
力
と
い

っ
た
制
御
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
る
だ
け
で
な
く
、
人

々
の
私
的
生
活
領
域
に
法
的
に
形
を
整
え
ら
れ
た
介
入
を
行
な
い
、
人
々
を
行

政
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
し
て
対
象
化
し
操
作
す
る

(例
え
ば
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

の
側
で
は
な
く
、
行
政
官
僚
や
福
祉

の
専
門
家
が

「
ニ
ー
ズ
」
を
規
定
し
、
規

格
化
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
福
祉
給
付
を

「
受
け
る
に
値
す
る
」
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
と
な
る
よ
う
に
人

々
を
教
導
し
、
指
導
し
、
そ
し
て
威
嚇
す
る
こ
と
等
)
に

つ
れ
て
、
生
活
世
界
の
官
僚
制
化
と
貨
幣
化
は
ま
す
ま
す
進
行
す
る

(「生
活

世
界
の
植
民
地
化
」
)
。
「
社
会
国
家
的
保
障
は
、
も
と
も
と
社
会
統
合
と
い
う

目
標
に
奉
仕
す
べ
き
は
ず

で
あ

っ
た

の
に
、
生
活
連
関
を
法
と
い
う
形
を
と

っ

た
社
会
的
介
入
に
よ

っ
て
行
為
調
整

の
た
め
の
了
解
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
切
り
離

し
、
権
力
や
貨
幣
と
い
っ
た
メ
デ

ィ
ア
に
適
合
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
そ

　あ
　

の
解
体
を
促
進
し
て
し
ま
う
」
。

こ
の
よ
う
な
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
生
活
世
界
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か

ら
す
る
福
祉
国
家
批
判
は
、
社
会
的
勢
力
と
し
て
は
、
第

一
説
の
末
尾
で
触
れ

た

「新
し
い
社
会
運
動
」
に
よ

っ
て
担
わ
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
従
う
な
ら
、
こ
れ
ら
の
運
動
は
、
生
産
主
義
的
な
進
歩
の
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
を
拒
否
す
る
、
と
い
う
点
で

一
致
す
る

「成
長
批
判
者
」
た
ち
の
「
反

　め
　

生
産
主
義
同
盟
」
と
し
て

一
括
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
来
の
ケ
イ
ン
ズ

主
義
的
福
祉
国
家
の
基
本
的
な
枠

組
み
に
固
執
ず
る
右
派
社
会
民
主
主
義
者

や
、
そ
れ
を
全
面
的
に
批
判
し
、
否
定
す
る
新
自
由
主
義
者
や
新
保
守
主
義
者
、

な
ら
び
に
福
祉
国
家
の
制
度
的
改
革
を
志
向
す
る
ネ
オ

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ス
ト

は
、
そ
ろ

っ
て
、
問
題
解
決
の
た
め
の
負
担
を
国
家
行
政
シ
ス
テ
ム
の
側
に
移

す
か
、
そ
れ
と
も
経
済
シ
ス
テ
ム
の
側
に
移
す
か
、
と
い
う
問
題
圏
内
で
動
い

て
お
り
、
し
た
が

っ
て
生
活
世
界
は
、
こ
の
二
つ
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て

受
動
的
な
役
割
し
か
果
た
さ
ず
、
ま
た
こ
の
二
つ
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
問
に
調

和
し
た
関
係
が
成
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
問
題
な
く
保
護
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
産
業
社
会
の
成
長
神
話
を
拒
否
す
る
こ

れ
ら
の
人

々
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
生
活
世
界

の
危
機
、
す
な
わ
ち
貨
幣
や
権
力
と
い
っ
た
制
御
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
、
日
常

生
活
に
お
い
て
人

々
が
対
話
を
通
じ
て
自
律
的
に
自
ら
の
生
活
形
態
を
定
義

し
、
選
択
し
、
創
造
し
て
い
く
自
由
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ

と
り
、
シ
ス
テ
ム
に
対
抗
し
て
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
生
活
世
界
の
自
律
性
を
守

り
ぬ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
行
政
官
僚
や
専
門
家
に
よ

っ
て
提
供

さ
れ
、
押
し
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
福
祉
で
は
な
く
、
非
中
央
集
権
的
で
非
官
僚

　お
　

制
的
な
、
自
律
的
福
祉
社
会
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
。
「新
し
い
社
会
運
動
」
の

な
か
で
も
、
特
に

「社
会
的
自
助
グ
ル
ー
プ
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
運
動

i

自

主
管
理
型
の
高
齢
者
居
住
施
設
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
学
校
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の

た
め
の
居
住
区
、
病
人
や
障
害
者
の
た
め
の
介
護
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、
失
業
者
救

援
組
織
等

i

が
、
あ
ら
た
な
福
祉
社
会
を
め
ざ
し
て
活
動
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な

「
新
し
い
社
会
運
動
」

に
も
、
問
題
点
と
危
険
が
潜
ん
で
い
る
、
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
成
長
批

判
が
、単
に
経
済
シ
ス
テ
ム
や
国
家
行
政
シ
ス
テ
ム
に
背
を
向
け
る
だ
け
の
「大

い
な
る
拒
絶
」
(
マ
ル
ク
ー
ゼ
)
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
、
と
い
う
点
が
そ
れ
で
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あ
る
。
社
会
国
家
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
生
産
的
で
破
壊
的

な
結
果
を
生
み
出
す
経
済
シ
ス
テ
ム
を
、
国
家
の
側
か
ら
制
御
し
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ

っ
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
そ
の

も
の
が
誤

っ
て
い
た
わ
け
で
は
決

し
て
な
い
。
し
か
し
今
や
、
生
活
世
界
に
対

し
て
反
生
産
的
で
破
壊
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
国
家
行
政
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を

制
御
し
、
馴
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
御
は
、
も

は
や
、
自
律
的
で
自
己
組
織
的
な
公
共
圏
の
側
か
ら
加
え
る
以
外
に
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
制
御
を
可
能

に
す
る
も
の
は
、
権
力
や
貨
幣
の
よ
う
な
メ

デ

ィ
ア
で
は
な
く
、
生
活
世
界
に
お
け
る
連
帯
と
い
う
資
源
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
社
会
国
家
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
、
「単
に
承
認
さ
れ
た
り
、
撤
回

(29
)

さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
高

い
反
省
段
階
で
継
続
さ
れ
」
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

注(
1
Y
も

っ
と
も
、
「
レ

ッ
セ

・
フ

ェ
ー
ル
」

と

い
う
理
念
型
的

モ
デ

ル
に
現
実
に
か

な
り

の
程
度
近
似
し
て

い
た
の
は
、

一
九
世
紀
前
半

の
イ
ギ

リ
ス
く
ら

い
の
も

の

で
あ
り
、
他
の
資
本
主
義
諸

国
の
場
合

に
は

、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
最
初
か
ら
国

家
に
よ
る
上
か
ら
の
近
代
化

と
資
本
蓄
積
が
強
行
さ
れ

て
い
る
。

(2
)
ド
イ

ツ
語

の

ω
o
鼠
巴
ω
冨
簿

(社

会
国
家
)
と

い
う
言
葉

は
、
≦
o
臣

話

の3
審

を
独
訳
し
た

妻
o
畔
貯
冨
8
ω8
簿

と
ほ
ぼ
同
義

に
用

い
ら
れ

て
い
る
が
、
私
的

領
域
と
し
て
の

「社
会
」
と
公
的
領
域

と
し

て
の

「
国
家
」
と

の
区
別
を
踏
み
越

え
た
、

こ
の
よ
う

な

「
介

入
主
義
的
」
な
福
祉

国
家

の
性
質
を
、
は
か
ら
ず
も
適

切
に
表

わ
し
て
い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

(3
)
ρ

O
hhP
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巴

Φ
a
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ω
o
茸

冨

讙

§
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Φ
ω
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Φ
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Φ
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。
h
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8
芭
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O
§
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ミ
ミ
§
勉
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僑
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誉

ミ

⑦
ミ
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国
9
0
三
昜
o
尸

H
㊤
Q。
虧
も

b
①
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星
野
智

訳

「
福
祉
国
家
と
社
会
主
義

の
将
来
」

『
思
想
』
Z
o
.刈
ト
。。

岩
波
書
店

、

九
六
頁

,
(
4

)
O
hhP

O
。
ヨ
や
Φ
け三

く
。

噂
9。同
蔓

α
窪

。
。
蕁

2

㊤
巳

§
。

図
①
矯
器

の
貯
昌

≦
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Crises and Future of the Keynesian Welfare State 
      - Focussing on Offe and Habermas -

   There had been enormous changes in the world from the late eighties to the early nineties, that is, the 

democratization movements in Eastern Europe and the collapse of the Soviet Union. Consequently, a cold 

war system ended, which had formed a politically, economically and socially basic framework in the world 

since World War II. And at the same time, utopianistic potential which socialism kept also has been ex-

hausted. It is not only socialism, however, but also capitalism or 'the Keynesian welfare state' whilch has 

enabled the advanced capitalistic countries to enjoy economic growth and social stabilization, that is 

deprived of utopianistic vector and comes to a crisis now. 

   Since economic growth in the advanced industrial countries came to a deadlock in the mid seventies, 

various camps have attempted to attack or reform the Keynesian welfare state. The representatives from 

the right camp are neo-liberalists or neo-conservatives who advocate 'neo-laissez-faire', and those who 

attempt to reorganize the welfare state by a prescription of 'neo-corporatism.' But both fail to present 

persuasive theoretical and political alternatives. In the present paper, following mainly C. Offe, I criticize 

these negativism and revisionism about the welfare state, and deal with an argument proposed by J. 

Habermas as indicating a sort of criticism and prospect to the welfare state from the Left.
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