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●

『
福
祉
国
家
』
の
観
念
と
そ
の
実
体

竹

原

良

文

　
　
　
現
代
政
治
思
想
の
上
で
『
福
祉
国
家
』
　
（
≦
♂
段
銭
o
G
り
欝
仲
。
）
の
観
念
は
、
そ
れ
を
主
張
す
る
人
々
の
立
場
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に

　
　
解
釈
さ
れ
、
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
立
憲
政
治
、
法
治
国
家
な
ど
の
よ
う
な
国
家
機
構
の
原
理
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、

　
　
そ
れ
と
も
自
由
主
義
・
保
護
主
義
な
ど
と
同
じ
よ
う
な
政
策
上
の
原
則
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
か
一
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
、
そ

　
　
の
内
容
に
は
曖
昧
な
点
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
ま
ず
論
者
の
政
治
的
立
場
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
理
解
せ
ら
れ
て
い
る

　
　
福
祉
国
家
理
念
の
思
想
史
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
現
象
形
態
を
明
か
に
し
、
そ
の
歴
史
的
記
述
の
中
か
ら
、
　
『
福
祉
国
家
』
の

　
　
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
社
会
的
基
礎
と
の
関
連
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
観
念
の
実
体
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
私

　
　
は
先
に
国
家
と
経
済
と
の
相
互
作
用
を
三
十
年
代
に
つ
い
て
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
資
本
主
義
の
特
徴
の
一
側
面

　
　
の
考
察
を
試
み
た
が
、
そ
の
と
き
政
治
構
造
や
政
治
機
能
の
現
代
的
段
階
に
お
け
る
質
的
変
化
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
問
題
に

　
　
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
な
し
得
な
か
っ
た
。
こ
の
小
稿
で
は
、
　
『
福
祉
国
家
』
を
現
代
資
本
主
義
の
政
治
的
側
面
と
し
て
歴
史
的
に
位
置

　
　
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
述
の
研
究
を
補
う
一
部
分
に
当
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
私
た
ち
が
『
一
般
の
福
祉
』
、
あ
る
い
は
『
公
共
の
福
祉
』
、
ま
た
は
『
公
共
利
益
』
の
概
念
を
政
治
学
に
お
い
て
問
題
と
す
る
と

説　
　
き
、
そ
れ
は
つ
ね
に
国
家
合
理
性
の
根
拠
で
あ
っ
て
、
政
治
統
制
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
魍
家
は
社
会
的
・
経
済
的
基
盤
の
上
に
実

論　
　
力
的
支
配
の
根
拠
を
も
つ
と
と
も
に
、
法
的
規
範
の
合
理
性
を
共
同
体
の
公
共
性
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
家
原
理
は
本
来
公
益
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あ
る
い
は
公
共
の
福
祉
を
ふ
く
む
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
『
福
祉
国
家
』
は
同
語
重
複
に
ほ
か
な
ぢ
な
い
。

説　
　
し
か
し
政
策
原
理
と
し
て
『
公
土
崩
の
福
祉
』
を
考
え
て
見
れ
ば
v
　
そ
こ
に
は
政
治
目
的
に
お
け
る
価
値
的
比
重
の
差
異
が
認
め
ら
れ

論　
　
る
。
自
由
の
実
現
を
目
的
と
す
る
法
治
国
家
の
場
合
、
私
益
の
追
求
は
自
動
的
に
公
益
と
相
調
和
す
る
と
い
う
歴
史
哲
学
の
立
場
に
立
つ

　
　
の
で
あ
る
か
ら
、
，
特
に
公
益
を
維
持
増
進
す
る
た
め
の
政
治
権
力
の
介
入
を
必
要
と
し
な
い
。
歴
史
的
に
も
産
業
革
命
以
後
の
資
本
主
義

　
　
の
上
昇
期
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
マ
ヌ
ア
ァ
ク
チ
ュ
ア
制
生
産
を
準
備
す
べ
き
歴
史
的
使
命
を
荷
負
っ
た
絶
対
王
制
は
『
公

　
　
共
の
福
祉
』
を
そ
の
政
策
目
的
と
し
て
追
求
し
た
。
　
コ
ル
ベ
ー
ル
主
義
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
カ
メ
ラ
レ
ア
科
学
は
か
よ
う
な

　
　
『
福
祉
国
家
』
観
に
立
っ
て
い
た
。
　
封
建
制
の
最
後
の
段
階
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
資
本
制
を
産
む
べ
き
強
力
で
も
あ
っ
た
『
福
祉
国

　
　
家
』
が
、
独
占
資
本
制
の
現
段
階
に
再
び
出
現
し
た
こ
と
は
、
政
治
の
発
展
過
程
の
特
質
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
現
代
福
祉
国
家
観
は
、
富
国
強
兵
を
一
般
褥
祉
と
考
え
る
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
の
見
解
と
は
勿
論
根
本
的
に
異
っ
で
い
て
、
市
民
各

　
　
人
の
個
人
的
幸
福
の
追
求
一
す
な
わ
ち
社
会
的
基
本
権
の
保
障
を
目
的
と
し
て
い
る
点
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
福
祉
国
家
と
い
う

　
　
表
現
は
そ
こ
に
は
黒
い
出
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
い
て
も
、
戦
後
の
新
憲
法
の
動
向
の
中
に
お
い
て
も
、
自
由
的

　
　
基
本
権
の
尊
重
と
と
も
に
、
生
存
権
の
価
値
を
確
認
す
る
、
社
会
的
民
主
主
義
の
立
場
が
明
確
に
せ
ら
れ
て
来
て
い
る
。
公
共
の
福
祉
の

　
　
た
め
に
、
国
家
が
経
済
産
業
の
分
野
に
積
極
的
に
関
与
し
得
る
こ
と
を
承
認
す
る
点
に
お
い
て
、
自
由
主
義
と
は
明
白
に
時
期
を
画
し
て

　
　
い
る
。
す
で
に
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
、
公
共
経
済
の
視
点
か
ら
、
　
『
財
産
は
義
務
を
負
う
』
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
戦
後
に
は
こ
の
よ
う

　
　
な
原
則
は
一
そ
う
広
汎
に
承
認
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
、
　
『
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
諸
原
則
を
宣

　
　
言
』
し
て
、
　
『
社
会
的
共
和
国
』
た
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
し
、
ボ
ン
憲
法
も
ま
た
『
民
主
的
か
つ
社
会
的
連
邦
』
を
宣
言
し
て
い
る
。

　
　
わ
が
国
の
憲
法
に
お
い
て
も
社
会
的
基
本
権
は
広
く
採
択
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
憲
法
上
の
原
則
は
、
社
会
主
義
運
動
の
側
か
ら
の

　
　
圧
力
に
よ
っ
て
承
認
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
社
会
主
義
的
権
利
で
あ
る
と
言
い
う
る
側
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面
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
必
ら
ず
し
も
そ
う
断
定
は
で
き
な
い
。
資
本
制
の
も
と
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
社
会
的
民
主
制
を
広
く
総

　
　
括
的
に
福
祉
国
家
の
観
念
の
も
と
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。
社
会
主
義
本
来
の
原
則
に
立
つ
も
の
で
も
な
く
、
ま

　
　
た
自
由
民
主
制
か
ら
離
別
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
間
的
過
渡
的
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
か
し
社

　
　
会
主
義
の
修
正
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
社
会
民
主
主
義
、
社
会
改
良
主
義
の
名
前
も
、
社
会
主
義
・
人
民
民
主
主
義
と
区
別
す
る
意
味

　
　
で
、
用
い
ら
れ
う
る
。
そ
う
す
る
と
．
福
祉
国
家
の
概
念
は
き
わ
め
て
暖
昧
で
あ
る
。

　
　
　
事
実
福
祉
国
家
の
観
念
は
社
会
主
義
的
思
想
と
関
連
し
な
が
ら
発
達
し
、
労
働
者
的
運
動
と
密
接
に
連
絡
し
な
が
ら
具
体
化
さ
れ
て
き

　
　
た
思
想
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
労
働
党
の
政
策
原
理
は
し
ば
し
ば
福
祉
国
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
し
、
ま
た
労
働
運
動
に
対
す
る
傾

　
　
斜
の
著
し
い
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
中
か
ら
も
ま
た
福
祉
国
家
の
声
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
、
こ
と
に
フ
ェ
ビ
ア
ニ
ズ
ム

　
　
は
早
く
か
ら
社
会
的
富
一
福
祉
の
増
大
に
よ
る
労
働
者
階
級
の
地
位
の
向
上
を
訴
え
て
い
た
。
一
九
一
八
年
綱
領
『
労
働
党
と
新
社
会
秩

　
　
序
』
は
、
・
万
人
へ
の
雇
用
の
保
証
と
失
業
保
険
の
拡
大
、
累
進
的
租
税
制
度
と
資
本
課
税
に
よ
る
教
育
・
衛
生
・
病
人
失
業
者
へ
の
社
会

　
　
的
給
付
を
、
一
部
重
要
産
業
の
漸
進
的
国
有
化
の
原
則
と
な
ら
ん
で
要
求
し
て
い
た
。
大
戦
後
労
働
党
内
閣
の
も
と
で
ビ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
の

　
　
『
揺
簸
か
ら
墓
場
ま
で
』
の
広
汎
な
社
会
保
障
制
が
実
現
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
福
祉
国
家
の
建
設
と
言
わ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

　
　
る
福
祉
国
家
一
社
会
保
障
制
も
ま
た
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
者
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
に
お

　
　
け
る
『
真
に
経
済
的
か
つ
社
会
的
』
民
主
主
義
は
、
一
九
四
四
年
三
月
ア
ル
ジ
ェ
ー
ル
で
表
明
さ
れ
た
『
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
憲
章
』
の
精
神

　
　
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
『
私
的
利
益
の
公
共
的
利
益
へ
の
従
属
を
保
障
す
る
合
理
的
経
済
組
織
』
を
要
求
し
、
重
要
産
業
の

　
　
国
有
化
と
、
国
民
に
最
低
限
の
福
祉
を
保
障
す
る
機
構
の
実
現
一
社
会
保
障
制
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
こ
の
表
現
は
用
い
ら
れ
な

説　
　
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
の
精
神
は
こ
の
歴
史
的
時
期
に
生
ま
れ
た
と
言
え
よ
う
（
ミ
．
O
・
℃
Φ
8
お
o
P
目
ゴ
①
ミ
①
罵
鋤
お

論　
　
ω
冨
件
。
一
昌
聞
毒
口
。
①
レ
⑩
①
O
）
。
大
恐
慌
の
圧
力
の
も
と
で
開
始
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
は
、
一
九
三
五
年
の
社
会
保
障
法
と
労
働
者
保
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論　回

護
の
立
法
の
点
で
、
ア
メ
リ
カ
の
．
伝
統
的
民
主
主
義
に
そ
む
く
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
社
会
主
義
的
で
あ
る
と
の
批
難
を
こ
う
む
っ
て

き
た
。
自
由
主
義
か
ら
断
絶
し
て
社
会
的
改
革
を
進
め
る
意
味
で
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
は
前
進
的
側
面
を
も
っ
て
い
た
し
、
そ
れ
に
対
し

で
福
祉
国
家
の
名
称
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
共
和
党
的
保
守
的
自
由
主
義
の
側
か
ら
の
批
判
の
中
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
福

祉
国
家
』
が
市
民
権
を
獲
得
し
た
の
は
、
一
九
三
七
年
に
お
け
る
司
法
制
度
改
革
に
関
連
し
て
、
　
『
適
法
手
続
』
の
解
釈
に
当
っ
て
、
憲

法
前
文
の
『
一
般
の
福
祉
』
の
観
念
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
的
通
念
の
中
に
公
共
の
福
祉
の
要
請
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
認
め

た
と
き
に
始
ま
っ
て
い
る
。
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
福
祉
国
家
は
一
そ
う
市
民
の
支
持
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
四
六

年
の
『
経
済
的
権
利
の
宣
言
』
は
こ
の
原
則
を
確
認
し
、
国
民
生
活
の
保
障
と
繁
栄
と
の
新
し
い
基
礎
を
打
ち
た
て
る
こ
と
を
連
邦
政
府

の
責
任
と
し
て
承
認
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
福
祉
国
家
の
観
念
は
社
会
的
貧
困
と
経
済
的
不
平
等
の
解
決
の
手
段
と
し
て
政
府
の
積
極
的
役
割
を
期
待
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
旧
来
の
自
由
放
任
主
義
に
対
す
る
は
げ
し
い
批
判
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
社
会
主
義
と
き
わ
め
て
親
和
性
を
も
っ
て

い
る
。
福
祉
国
家
を
社
会
的
民
主
主
義
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
人
厚
は
、
福
祉
国
家
i
社
会
保
障
制
の
こ
の
よ
う
な
前
進
的
側
面
に
着

聾
し
て
い
る
σ
社
会
主
義
で
は
な
く
と
も
、
社
会
主
義
へ
の
過
渡
的
政
策
と
し
て
こ
れ
を
重
要
視
す
る
人
々
は
労
働
党
右
派
の
内
部
に
は

多
い
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
保
守
党
内
閣
の
も
と
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
福
祉
国
家
は
保
守
党
の
進
歩
的
政
策
と
し
て
歓
迎
さ
れ

て
お
り
、
労
働
大
衆
も
ま
た
こ
の
制
度
の
も
と
に
甘
ん
じ
て
満
足
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
に
は
社
会
主
義
の
一
片
も
払
い
出
さ
れ

な
い
し
、
労
働
党
左
派
の
苦
悩
も
こ
め
福
祉
国
家
思
想
の
中
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
共
和
党
の
も
と
で
も
な
お
継
承
さ
れ
て
い
る
社
会
保

障
制
を
社
会
主
義
的
と
考
え
る
人
は
も
は
や
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
福
祉
国
家
は
社
会
主
義
の
側
か
ら
の
圧
力
に

よ
っ
て
誕
生
せ
し
め
ら
れ
、
政
策
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
歴
史
的
事
実
は
認
め
ね
ば
・
な
ら
な
い
が
、
そ
の
実
体
は
む
し
ろ
支
配
的
勢
力
に

よ
っ
て
、
恐
慌
、
戦
争
に
よ
る
災
害
か
ら
生
じ
た
資
本
制
の
危
機
！
そ
こ
に
は
社
会
主
義
圏
か
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
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い
一
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
方
法
と
し
て
採
用
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
だ
。

　　

ｭ
治
思
蟹
の
立
場
か
ら
『
福
祉
聚
』
の
概
念
を
求
め
て
み
る
と
、
こ
れ
を
社
会
主
雪
丸
の
螢
の
中
に
見
い
出
す
こ
と
は
少
ぐ

と
も
困
難
の
よ
う
で
あ
る
・
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
《
d
く
①
一
h
鵬
『
①
　
畠
ψ
酔
“
け
Φ
》
ど
い
う
英
語
は
ご
一
＋
年
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
、
り
れ
げ
仁
い

な
か
つ
を
と
は
妻
で
あ
る
・
す
る
と
こ
の
用
鉱
…
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
ィ
蚤
商
嚢
の
政
策
原
理
で
あ
り
、
官
僚
的
保
業

義
の
国
家
愚
で
も
あ
っ
た
ぎ
三
薯
奮
藝
の
訳
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
民
族
的
福
襲
量
、
同
の
国
蕎
的
と
考
え
る
こ
の
田
憲

は
・
そ
の
後
藁
箒
先
頭
と
す
る
歴
史
学
派
に
よ
っ
て
禁
せ
ら
れ
、
天
造
〇
年
代
に
。
e
イ
ツ
・
社
会
政
筆
派
と
ビ
ス
マ
“
“
・
．
レ

ヂ
ー
ム
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
・
英
国
で
蓄
↓
が
、
自
由
放
任
嚢
を
批
判
し
、
自
由
の
原
則
叢
大
限
に
保
証
す
る
た
め
に

　
　
『
積
極
国
憲
の
活
動
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
社
会
政
策
学
派
の
中
で
有
力
だ
．
た
福
祉
国
家
・
憲
と
全
く
無
縁
だ
．
た
わ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
・
↑
ゲ
ル
派
の
グ
ー
ソ
が
英
圏
に
お
け
る
福
祉
聚
の
先
駆
と
み
な
さ
れ
る
根
拠
が
な
く
も
な
い
で
あ
う
つ
。
当
時
ア
メ
リ

カ
社
会
学
の
創
始
者
と
し
て
活
動
し
た
ウ
r
ド
の
社
会
総
治
制
（
ω
O
O
一
〇
6
『
鋤
6
《
）
は
、
ド
ィ
ッ
学
派
か
・
り
の
影
響
に
つ
い
て
は
明
か
に

　
し
え
な
い
け
れ
ど
も
・
自
由
競
争
か
ら
生
ず
る
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
、
政
府
の
制
約
．
保
護
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
に

　
よ
っ
て
・
家
母
義
の
防
衛
を
強
調
し
た
点
で
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
福
祉
島
田
憲
の
先
駆
者
と
考
え
．
り
れ
て
い

　
る
・
こ
れ
ら
の
部
属
家
た
ち
は
社
会
主
義
思
想
と
は
系
譜
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
．
て
、
福
祉
国
家
思
想
は
外
部
か
、
り
労
働
運
動
に
つ

　
け
加
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
著
し
い
。

　
　
経
済
思
想
の
上
か
ら
見
る
と
、
福
祉
国
家
は
む
し
ろ
集
制
の
困
難
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
劃
せ
・
り
れ
て
来
た
よ
，
つ
で
あ
る
。

　
　
マ
↓
ヤ
ル
・
ピ
グ
あ
『
厚
生
経
済
学
』
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
は
、
福
祉
国
率
社
会
保
障
制
の
経
済
的
側
面
を
有
効
に
す

説
る
た
め
に
寄
与
し
て
お
似
ビ
ヴ
・
り
・
ジ
の
社
会
保
障
論
は
こ
れ
、
り
の
理
論
か
り
出
発
し
て
い
る
点
が
多
い
。
そ
・
つ
だ
と
す
る
と
、
福

論
三
三
の
理
論
は
集
主
義
の
永
続
と
繁
栄
の
た
め
に
轟
謙
り
れ
て
い
る
嚢
口
っ
て
も
言
口
い
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
、
つ
．
こ
れ
、
り
の
理
論
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に
お
い
そ
は
、
「
「
重
要
産
業
の
国
有
化
と
、
・
・
そ
の
上
に
立
つ
計
画
経
済
の
追
求
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
財
政
的
投

説　
融
資
を
中
心
と
す
る
投
資
の
綜
合
的
社
会
化
が
そ
の
公
共
政
策
の
基
本
で
あ
る
。
個
人
主
義
的
競
争
の
原
則
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
な
お

論　
　
か
つ
私
的
計
画
と
競
争
市
場
を
社
会
的
計
画
に
よ
っ
て
置
き
か
え
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
保
障
制
は
ビ
ル
下
イ
ン
℃
ス

　
　
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
市
場
政
策
の
役
割
を
著
し
く
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
福
祉
国
家
思
想
は
た
だ
社
会
保
障
政
策
の
代
名
詞
で
あ
る
よ
り
も
、
現
代
資
本
主
義
の
発
展
過
程
に
現
れ

　
　
て
き
た
り
ヴ
7
イ
ア
サ
ン
の
．
貯
つ
の
側
面
を
表
現
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「
シ
ー
グ
プ
リ
」
ギ
は
三

　
十
年
代
以
後
を
ゆ
産
業
革
命
期
の
機
械
時
代
に
比
較
⊥
て
管
理
時
代
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
考
え
た
し
、
ラ
ス
キ
ー
は
こ
の
よ
う
な
管
理
機
能

　
　
の
重
要
性
を
．
『
社
会
ナ
」
グ
／
ス
国
家
』
と
し
て
表
現
し
．
て
い
る
。
こ
と
淀
興
味
深
い
の
は
一
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
の
政
策
原
理
と
し

　
　
て
の
『
福
祉
国
家
』
は
、
そ
の
国
家
構
造
を
警
察
国
家
（
勺
。
一
一
〇
Φ
冠
ω
畠
讐
と
あ
る
い
は
行
政
国
家
（
出
Φ
轟
ω
o
冨
沖
ω
冨
Ω
。
甘
）
と
呼
ば
れ
て

　
　
い
た
の
で
あ
る
が
、
現
代
福
祉
国
家
も
ま
た
そ
の
国
家
機
構
あ
る
い
は
機
能
の
点
か
ら
行
政
国
家
（
〉
」
α
H
P
一
づ
一
ω
梓
H
O
け
…
＜
①
　
ω
締
鋤
け
Φ
）
・
と
呼
ば

　
　
れ
て
い
る
こ
乏
で
あ
る
。
産
業
構
造
の
専
門
化
・
組
織
化
は
、
生
産
力
の
高
度
化
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
独
占
資
本
の
管
理
組
織
を
一

　
　
そ
う
複
雑
な
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
巨
大
企
粟
に
対
す
る
国
家
の
心
土
ハ
政
策
の
役
割
は
一
そ
う
そ
の
比
重
を
心
口
陶
め
ざ
渇
を
得

　
　
な
炉
。
．
戦
後
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
第
二
次
産
業
革
命
の
中
で
は
、
・
産
業
．
経
済
の
分
野
に
お
け
る
国
家
の
活
動
は
財
政
投
資
．
公
共
企
業

　
　
を
通
じ
て
そ
切
指
導
性
を
さ
ら
北
面
そ
う
強
め
て
い
る
。
て
の
よ
う
な
国
家
機
能
の
｛
口
尼
寺
化
は
巨
大
政
府
■
官
僚
制
（
し
σ
霞
Φ
碧
。
円
鎚
畠
V

　
　
の
出
現
を
必
然
の
も
の
と
七
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
社
会
保
障
制
は
巨
大
細
田
の
管
理
機
能

　
　
の
一
部
分
を
古
め
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
国
家
的
独
占
資
本
に
対
応
す
為
行
政
国
家
の
一
側
而
を
福
祉
国
家
は
表
現
し
て
い

　
　
る
と
言
え
よ
う
。
国
家
と
無
慾
と
の
相
互
作
用
が
一
そ
う
量
的
に
拡
大
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
個
家
機
構
に
も
ま
た
質
的
変
化
を
も
た
ら
し

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
⑳
よ
う
に
福
祉
国
家
の
実
体
は
、
行
政
国
家
す
な
わ
ち
官
僚
制
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
一
そ
う
政
治

　
　
学
的
研
究
の
対
象
と
な
る
べ
き
官
僚
制
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
は
こ
の
小
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
そ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
う
。

　
　
　
重
商
主
義
時
代
の
行
政
国
家
の
担
当
者
が
官
僚
で
あ
っ
て
、
当
時
の
支
配
階
級
で
あ
っ
た
封
建
貴
族
を
再
編
成
し
、
カ
メ
ラ
リ
ア
科
学

　
　
に
よ
っ
て
再
教
育
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
官
僚
勢
力
は
民
主
主
義
革
命
の
過
程
に
お

　
　
ヘ
コ
こ
ヘ
ユ
ユ
ニ
ロ
こ
ロ
く
ロ
　
ヨ
ニ
ニ
リ
ま
　
レ
ヤ
ン
ロ
モ
ミ
ノ
ロ
し
　
し
の
う
し
ニ
ミ
ヘ
ノ
ヨ
コ
チ
　
ぐ
セ
　
ぐ
ヘ
コ
　
し
　
コ
も
　
こ
　
ミ
ラ
コ
ド
コ
ほ
サ
ぼ
ミ
ラ
ト
ア
ロ
モ

　
　
し
て
鰹
洋
郎
に
首
記
し
　
巨
註
ゴ
毒
σ
耳
陸
力
蒙
．
議
せ
・
ヒ
才
心
力
　
聾
一
一
艀
σ
，
鰺
農
博
淫
¢
も
と
て
は
　
匡
芽
¢
爬
杉
官
僧
の
翌
丈
を
輯
さ

　
　
え
、
か
つ
ま
た
政
党
の
勢
力
を
の
ば
す
た
め
に
、
政
党
政
治
家
の
意
図
を
も
っ
と
も
よ
く
支
持
し
、
実
現
し
う
る
人
物
を
官
庁
機
構
内
に

　
　
送
り
こ
む
こ
と
が
官
吏
任
免
の
実
質
的
方
法
と
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
　
℃
9
。
＃
o
慈
σ
q
①
あ
る
い
は
ω
”
9
訂
あ
団
ω
富
ヨ
の
制
度
で
あ
る
。

　
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
で
採
用
せ
ら
れ
た
こ
の
方
法
は
し
か
し
、
政
党
政
治
の
腐
敗
が
著
し
く

　
　
な
る
に
と
も
な
っ
て
、
行
政
を
政
党
支
配
の
も
と
に
置
く
弊
害
が
痛
感
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
行
政
事
務
の
非
能
率
、
在
職
期
間
の

　
　
短
縮
と
そ
の
地
位
の
不
安
定
、
公
職
に
対
す
る
非
適
格
者
の
採
用
、
有
能
な
人
材
の
民
間
企
業
へ
の
逃
避
、
政
治
的
に
は
保
守
的
立
場
か

　
　
ら
挙
げ
ら
れ
る
民
衆
支
配
の
危
険
性
へ
の
非
難
が
そ
の
主
な
欠
点
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
腐
敗
を
除
く
た
め
に
採
用
さ
れ
た
官
吏
制
度

　
　
が
、
政
党
支
配
か
ら
の
中
立
と
、
政
治
・
行
政
の
両
者
の
分
離
の
原
則
に
立
ち
、
能
率
主
義
、
専
門
別
の
資
格
試
験
制
度
に
も
と
づ
い
た

　
　
竃
臼
禅
ω
嘱
ω
↓
①
旨
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
十
九
世
紀
末
に
は
英
米
に
お
い
て
実
施
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
代
行
政
国
家
に
お
け
る

　
　
担
当
責
任
者
の
官
僚
は
、
メ
リ
ッ
ト
制
度
に
よ
る
官
僚
と
質
的
に
異
っ
た
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
政
治
的
様
相
に
お
い
て
時
期

　
　
を
画
す
る
特
質
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

説　
　
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
官
僚
組
織
の
合
理
化
の
過
程
を
資
本
主
義
の
発
展
と
の
連
関
に
お
い
て
説
明
す
る
と
き
、
そ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
合
理

論　
性
と
は
、
数
量
的
。
統
計
的
把
握
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
経
済
的
集
中
、
大
企
業
の
組
織
化
が
形
成
せ
ら
れ
て
は
じ
め
て
管
理
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の
合
理
的
基
礎
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
管
理
の
条
件
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
運
輸
の
交
通
話
術
の
発
達
が
欠
く

説　
　
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
展
段
階
に
お
い
て
は
じ
め
て
彼
の
言
ヶ
合
理
的
官
僚
制
は
可
能
で
あ
ゆ
、
ま
た
逆
に
ご

論　
　
の
・
よ
う
な
官
僚
制
な
し
に
は
現
段
階
に
お
け
る
資
本
主
義
の
存
立
は
困
難
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
組
織
化
せ
ら
れ
た
今
日
の
社
会
に
お
い
て

　
　
は
、
自
給
自
足
的
部
分
を
多
分
に
も
っ
た
小
農
民
を
除
い
て
、
官
僚
制
な
し
に
は
何
人
も
生
存
し
え
な
い
。

　
　
　
事
実
上
官
僚
一
公
共
的
サ
ー
グ
ィ
ス
要
員
の
数
は
つ
ね
に
増
大
し
て
お
ゆ
、
こ
と
に
戦
後
に
お
け
る
福
祉
国
家
に
お
い
て
も
そ
の
増
加

　
　
の
割
合
は
著
し
い
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
公
務
員
数
は
、
一
九
〇
〇
年
の
十
万
人
は
、
五
五
年
に
お
い
て
二
百
万
入
に
達
し
て

　
　
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
一
九
一
一
年
十
七
万
二
三
人
だ
っ
た
も
の
が
、
三
八
年
一
三
四
万
八
千
人
、
五
五
年
一
七
二
万
五
千
人
に
増
加

　
　
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ー
で
は
一
九
三
七
年
一
七
八
万
四
千
人
、
五
四
年
一
百
十
三
万
人
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
増
加
し
て
い

　
　
な
い
が
、
三
三
年
－
約
七
十
万
人
、
五
σ
年
一
九
七
万
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
甘
僚
組
織
が
い
か
に
国
民
経
済
の
管
理
に
必
要

　
　
で
あ
る
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
官
僚
制
は
能
率
と
専
門
化
を
規
準
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
で
メ
リ
ッ
ト
制
と
本
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
よ
う

　
　
に
見
え
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
官
僚
的
管
理
と
は
、
知
識
に
よ
る
統
治
、
す
な
わ
ち
専
門
的
・
技
術
的
知
識
と
、
職
務
上
の
経
験
か

　
　
ら
生
ず
る
事
実
上
の
知
識
に
も
と
つ
く
支
配
で
あ
る
。
理
想
型
に
お
け
る
官
僚
制
は
一
切
の
ヵ
リ
ズ
マ
的
要
素
を
排
除
し
、
計
算
可
能
性

　
　
（
国
9
。
涛
¢
一
一
①
円
9
爵
Φ
一
酔
）
に
す
べ
て
の
管
理
活
動
の
要
素
を
還
元
し
得
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
た
と
え
ば
H
・
A
・
サ
イ
モ
ン
は
管
理
上
の
能

　
　
率
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
、
テ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
管
理
要
員
の
作
業
成
績
の
質
及
び
量
の
限
度
の
調
査
を
、
技

　
　
能
・
価
値
判
断
・
専
門
知
平
等
に
つ
い
て
行
う
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
　
テ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
は
管
理
に
お
け
る
非
合
理
を
排
し

　
　
て
、
　
科
学
附
方
法
に
も
と
つ
く
管
理
組
織
を
孟
張
し
て
い
る
が
、
　
作
業
様
式
の
高
度
の
専
門
化
と
組
織
化
を
前
提
と
す
る
意
味
に
お
い

　
　
て
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
に
お
げ
る
技
術
的
条
件
と
は
全
く
質
的
差
異
が
こ
こ
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
レ
。
電
化
に
よ
る
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，
流
れ
作
業
か
ら
学
ば
れ
た
科
学
的
管
理
方
法
が
行
政
面
に
採
択
さ
れ
、
官
僚
制
の
条
件
と
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
官
僚
制
は
、
権
力
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
「
行
政
国
家
、
福
祉
国
家
の
現
実
の
支
配
者
の
地
位
に
つ
き
、
か
っ
て
の
特

　
権
官
僚
に
ひ
と
し
い
政
治
勢
力
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
議
会
政
治
が
形
式
化
す
る
傾
向
の
中
で
、
合
理
的
官
僚
制
は
表
面
の
支
配
者
が

　
誰
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
潜
在
的
権
力
者
の
地
位
を
固
め
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
メ
リ
ッ
ト
制
に
お
け
る
官
僚
は
政
党
支
配
か
ら
ま
ぬ

　
が
れ
る
た
め
に
中
立
性
を
か
か
げ
た
の
で
あ
る
が
、
現
代
群
僚
制
は
専
門
家
的
立
場
か
ら
逆
に
政
治
家
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

　
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
専
門
的
知
識
が
強
力
な
権
力
的
地
位
を
自
分
自
身
に
保
障
す
る
の
に
十
分
な
る
の
み
な
ら
ず
、
官
職
上
の
秘
密

　
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
権
力
を
さ
ら
に
増
大
せ
し
め
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
『
問
題
！
誰
が
現
存
の
官
僚
機
構

　
を
支
配
す
る
の
か
。
非
専
門
家
に
許
さ
れ
た
統
制
は
た
だ
一
定
の
限
度
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
専
門
的
事
務
官
僚
は

　
結
局
は
、
非
専
門
家
で
あ
る
大
臣
よ
り
も
そ
の
意
志
を
実
現
す
る
上
に
優
る
だ
ろ
う
。
』
　
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
経
済
と
社
会
、
一
二
八
頁
）
革
命

　
あ
る
い
は
占
領
の
も
と
に
お
い
て
も
官
僚
制
は
正
常
な
機
能
を
続
け
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
『
ア
マ
チ
ュ
ア
に
指

　
導
さ
れ
た
専
門
家
』
と
議
会
政
治
を
皮
肉
的
に
評
し
た
と
き
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
官
僚
制
の
実
力
を
認
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
メ
リ
ッ
ト
制
に
お
け
る
官
僚
制
は
、
政
治
と
行
政
と
の
分
離
の
原
則
に
立
つ
の
で
あ
っ
た
が
、
行
政
国
家
に
お
け
る
官
僚
制
は
、
む
し

　
ろ
こ
の
原
則
の
否
定
と
、
行
政
の
政
治
に
対
す
る
優
位
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
学
．
行
政
学
に
お
い
て
は

　
権
力
分
立
思
想
に
対
応
し
た
政
治
・
行
政
の
分
離
の
原
則
に
関
す
る
ウ
ィ
ル
ス
ン
ー
ー
グ
ッ
ド
ノ
ウ
の
正
統
派
理
論
へ
の
批
判
と
、
行
政
の

　
政
治
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
、
行
政
の
積
極
的
役
割
を
強
調
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
た
と
え
ば
グ
リ
ッ
ク
（
い
＝
け
ゴ
①
円
　
∩
甲
口
＝
O
貯
）

　
は
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
精
神
か
ら
、
政
府
の
活
動
を
政
治
と
行
政
と
に
分
割
す
る
旧
民
主
主
義
の
理
論
と
政
策
と
を
批
判
し
、
現
代
が
新

　
し
い
状
況
と
新
し
い
必
要
と
に
当
面
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
新
し
い
権
力
分
立
論
一
す
な
わ
ち
一
方
に
お
け
る
人
民
投
票
政

論　
治
（
M
o
＝
o
轟
く
①
↓
o
）
と
他
方
に
お
け
る
計
画
・
執
行
政
治
（
唱
9
貯
鴫
℃
冨
昌
巳
コ
ぴ
q
四
界
国
×
①
6
ロ
江
。
昌
）
が
問
題
と
な
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
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ニム
ii肝日 説

る
。
政
治
を
行
政
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
よ
う
に
、
行
政
の
中
に
政
治
の
様
相
を
見
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
的
政
治
学
（
b
侮
日
凶
巳
ω
↑

鑓
二
く
Φ
℃
o
一
凶
江
。
ω
）
す
な
わ
ち
行
政
官
吏
の
相
互
関
係
が
一
そ
う
現
実
的
概
念
を
な
す
分
野
を
考
愛
し
て
い
る
。
V
・
0
・
ケ
イ
の
見
解

も
ま
た
政
府
活
動
の
経
済
領
域
へ
の
ま
す
ま
す
増
大
す
る
介
入
の
事
実
を
承
認
し
、
こ
の
よ
う
な
干
渉
を
有
効
に
す
る
た
め
の
広
汎
か
つ

高
度
の
権
力
を
も
っ
た
官
僚
機
構
の
必
要
を
承
認
し
て
い
る
。
行
政
官
僚
は
政
策
決
定
に
当
っ
て
統
一
的
権
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
専
門
的
宮
僚
が
行
政
国
家
の
指
導
的
地
位
に
立
ち
権
力
を
掌
握
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
官
僚
制
論
は
、
高
度
の
企
業
集
中
と
複
雑
な
産

業
構
造
の
中
で
、
科
学
的
管
理
一
す
な
わ
ち
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
勝
利
を
強
調
す
る
見
解
、
バ
ー
ナ
ム
の
『
経
営
者
革
命
』
論
に
相
通
ず

る
発
想
法
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
は
技
術
的
側
面
一
管
理
上
の
、
お
よ
び
生
産
部
門
に
お
け
る
！
を
社
会
的
現
実
に
お

け
る
そ
の
も
っ
て
い
る
役
割
以
上
に
過
大
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
直
に
行
政
国
家
の
実
質
上
の
支
配
権
が
行
政

的
専
門
官
僚
の
手
中
に
独
占
せ
ら
れ
得
る
必
然
性
を
断
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ウ
ェ
バ
ー
自
身
も
官
僚
制
の
支
配
が
避
け
え
な
い

こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
私
企
業
の
内
部
に
お
け
る
官
僚
制
は
結
局
は
資
本
家
の
地
位
に
代
わ
り
え
な
い
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
ま
た
官
僚

制
は
専
門
的
資
格
者
の
中
か
ら
広
く
補
充
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
平
準
化
（
Z
ぞ
⑦
≡
①
H
§
α
q
）
一
身
分
的
、
階
層
的
差
別

を
排
除
す
る
一
の
傾
向
を
強
め
、
大
衆
民
主
制
へ
の
路
が
そ
こ
か
ら
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
反
面
に
は
高
度
の
専
門

的
訓
練
に
要
す
る
長
期
間
の
経
済
負
担
は
、
官
僚
を
富
裕
階
級
か
ら
の
み
補
充
し
う
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
金
権
支
配
（
℃
ピ
↓
o
ζ
彗
邑
①

1
歪
昌
α
q
）
へ
向
う
危
険
性
を
も
ま
た
指
摘
し
て
い
る
。
　
（
前
掲
、
一
二
九
頁
）

　
行
政
国
家
一
官
僚
制
が
、
技
術
的
発
展
の
結
果
形
式
主
義
（
両
◎
門
b
P
潜
一
一
ω
b
ρ
d
F
ω
）
的
に
、
絶
対
的
優
位
に
立
つ
と
断
定
す
る
こ
と
は
避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
経
済
的
側
面
か
ら
の
考
察
は
、
こ
の
よ
う
な
官
僚
制
が
支
配
階
級
の
統
治
の
手
段
と
し
て
、
政
党
に
お
と
ら
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（
注
）

　
ぬ
重
要
性
を
得
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
独
占
企
業
は
政
治
家
よ
り
も
む
し
ろ
官
僚
と
の
結
合
を
深
め
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
そ
れ
は
行
政
国
家
1
1
福
祉
国
家
が
そ
の
公
共
政
策
の
点
か
ら
財
政
上
金
融
上
の
利
害
関
係
を
独
占
資
本
と
一
そ
う
緊
密
に
結
ん
で
い
る
こ

　
と
の
政
治
的
反
映
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
さ
ら
に
官
僚
制
の
政
治
的
地
位
を
高
あ
る
上
に
役
立
っ
て
い
る
。
専
門
的
技
術
的
知
識
は
、
生

　
産
・
管
理
面
に
お
け
る
独
占
企
業
の
要
求
に
答
え
、
そ
の
利
益
に
役
立
ち
う
る
範
囲
に
お
い
て
、
現
実
に
社
会
的
機
能
と
し
て
活
用
せ
ら

　
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
官
僚
制
を
前
面
に
押
し
出
し
た
も
の
は
、
独
占
資
本
の
発
展
過
程
に
お
け
る
政
治
と
経
済
と

　
　
の
相
互
作
用
の
必
然
的
結
果
で
あ
っ
て
、
軍
事
的
産
業
的
に
国
民
経
済
の
計
画
的
運
営
を
独
占
資
本
が
要
求
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

　
い
。

　
　
　
　
（
注
）
労
資
プ
レ
ッ
シ
ャ
・
グ
ル
ー
プ
の
調
停
者
と
し
て
の
役
割
に
官
僚
制
の
強
化
の
根
拠
を
求
め
る
論
者
も
あ
る
。
（
押
b
6
①
昌
巳
メ
閾
霞
①
o
犀
自
碧
網

　
　
　
　
曽
”
傷
℃
；
げ
冨
ヨ
。
断
℃
o
衰
。
さ
カ
8
0
9
ぢ
切
霞
●
・
》
●
お
9
）

　
　
福
祉
国
家
、
行
政
国
家
、
官
僚
制
は
、
現
代
資
本
主
義
の
政
治
的
側
面
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
福

　
祉
国
家
は
巨
大
な
る
ベ
ヒ
モ
ス
の
政
策
原
理
で
あ
り
、
行
政
国
家
は
そ
の
国
家
組
織
の
原
理
一
立
憲
的
権
力
分
立
を
否
定
す
る
一
で
あ

　
り
、
官
僚
制
は
そ
の
人
的
構
成
で
あ
る
。
こ
の
三
要
素
は
結
合
し
て
国
家
的
独
占
資
本
の
政
治
機
能
を
発
動
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
利
益
に

　
奉
仕
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
は
、
民
主
主
義
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
議
会
政
治
、
政
党
政
治
に
い
か
な
る
作
用
を

　
　
及
ぼ
す
か
。
、
特
に
官
僚
制
の
民
主
政
治
と
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
十
分
な
検
計
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ま
だ
そ
の
課
題
に
答
え
る

　
　
ほ
ど
の
余
力
を
も
も
た
な
い
の
で
、
別
の
機
会
に
こ
の
責
め
を
果
し
た
い
と
思
う
。

説
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