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の
児
童
福
祉
法
及
び
そ
の
改
正
法
案
が
あ
れ
ぽ
、
一
層
便
利
で
あ
つ
た
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
巻
末
附
録
と
し
て
．
更
に
実
に
詳
細
な
各
国

の
文
献
が
整
理
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
意
味
で
は
大
へ
ん
貴
重
で
あ
る
。

　
つ
い
で
な
が
ら
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
刑
事
学
叢
書
は
次
の
通
り
の
内
容
で
あ
る
。
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『
マ
ル
ク
ス
の
人
間
概
念
』

　
　
（
附
　
丁
・
B
・
ボ
ッ
ト
モ
ア
訳
『
マ
ル
ク
ス
・
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
）

R
・
C
・
タ
ツ
カ
ー
著

　
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
哲
学
と
神
話
』

　
遅
れ
ぽ
せ
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
的
ネ
メ
シ

ス
と
対
決
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
《
偏
見
V
を
棄
却
し
、
あ
ら
た
め
て
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
〇
七
　
　
　
（
九
五
三
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

ル
ク
ス
の
思
想
的
ゲ
ネ
シ
ス
に
照
明
を
あ
て
よ
う
と
す
る
研
究
が
あ
ら
わ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

じ
め
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
は
、
マ
ル
ク
ス
の
初
期
的
作
品
を

通
し
て
、
浮
8
ぎ
ヨ
o
ば
り
の
マ
ル
ク
ス
像
の
復
元
を
企
図
し
て
い
る
。
こ
こ

に
取
り
あ
げ
た
二
つ
の
書
も
、
一
八
四
四
年
の
マ
ル
ク
ス
の
遺
稿
『
経
済
学
・

哲
学
手
稿
』
を
中
心
と
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
内
在
的
批
判
を
試
み
た

も
の
で
あ
る
。

　
フ
ロ
ム
の
『
マ
ル
ク
ス
の
人
間
概
念
』
は
、
フ
ロ
ム
個
人
と
し
て
、
マ
ル
ク

ス
の
経
済
学
的
・
社
会
学
的
思
考
に
関
し
て
は
不
賛
成
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か

　
　
や
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
や
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

れ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
的
実
存
主
義
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
一
貫
し
て
マ
ル
ク
ス

の
讃
美
に
流
れ
て
い
る
。
フ
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
と
く
に
は

な
は
だ
し
い
マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
誤
解
と
歪
曲
を
生
ん
だ
理
由
と
し
て
、
第
一

に
も
つ
と
も
明
白
な
こ
と
は
無
知
で
あ
つ
た
こ
と
、
こ
れ
は
む
ろ
ん
、
『
手
稿
』

が
今
日
ま
で
完
全
に
英
訳
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
に
起
因
す
る
が
．
そ
れ
だ
け
が

充
分
な
理
由
で
は
な
い
。
『
ド
イ
ッ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
h
そ
の
他
か
ら
も
、
マ
ル

ク
ス
の
哲
学
的
思
想
を
う
か
が
い
知
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
・

シ
ア
・
コ
、
・
三
昌
ス
ト
の
理
論
と
実
践
が
マ
ル
ク
ス
の
理
念
そ
の
も
の
と
同
一

視
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
か
れ
の
資
本
主
義
批
判
が
あ
ま
り
に
唯
物
論
的
・

経
済
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
解
釈
さ
れ
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
第
三
は
よ
り
非

合
理
的
な
理
由
か
ら
で
あ
る
が
、
ソ
ヴ
ェ
ト
的
現
実
を
悪
魔
的
化
身
で
あ
る
か

の
よ
う
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
テ
・
と
非
人
間
性
に
熱
つ
ぽ
い
道
徳
的
憤
怒

一
〇
八

（
九
五
四
）

を
向
け
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ロ
ム
は
『
手
稿
』
の
う
ち
に
人
間
疎
外
の
中
心
的
テ
ー

マ
を
た
ぐ
り
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
目
的
を
個
人
と
し
て
の
人
間
解
放
、
疎
外

の
克
服
に
あ
る
と
し
、
マ
ル
ク
ス
的
人
間
の
人
間
学
的
解
釈
の
核
心
を
明
る
み

に
だ
す
。
人
間
対
自
然
の
基
礎
的
関
係
に
お
け
る
《
労
働
V
の
自
己
創
造
的
行

為
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
お
い
て
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
、
非
人
間
化

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
〈
資
本
V
と
《
労
働
V
と
い
う
存
在
構
造
は
、
た
ん
な
る

経
済
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
価
値
判
断
を

内
在
化
せ
し
め
た
人
間
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
全
的
人
間
と
し
て
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
！
ト
の
解
放
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
の
本
質
に
還
帰
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
マ
ル
ク
ス
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
人
間
に
対
す
る
信

仰
、
歴
史
の
な
か
に
展
開
さ
れ
た
人
問
の
本
質
の
固
有
な
、
そ
し
て
真
実
の
可

能
性
に
対
す
る
信
仰
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
か
れ
は
、
社
会
主
義
を
人
間
的
自

由
と
創
造
力
の
条
件
と
し
て
眺
め
て
い
た
が
．
そ
れ
自
体
で
人
間
生
活
の
目
標

を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
た
の
で
は
な
い
」
（
六
一
頁
）
。

『
手
稿
』
に
お
け
る
《
若
き
マ
ル
ク
ス
V
は
、
円
熟
し
た
後
期
の
《
老
い
た
マ

ル
ク
ス
V
と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ロ
ム
は
、
前
者
を
拒
否
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
と
す
る
立
場
ー
ソ
ヴ
ェ
ト
・
コ
、
・
三
ニ
ス
ト
の
正
統
的
解
釈
ー
に
強
く

反
対
し
、
全
体
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
を
把
握
し
て
、
思
想
発
展
の
連
続
性
を
強

調
す
る
。
た
し
か
に
、
後
期
の
作
品
は
宗
教
や
観
念
論
の
臭
い
を
か
ぎ
つ
け
ら



れ
る
よ
う
な
言
葉
に
対
し
て
ア
レ
ル
ギ
ー
的
で
あ
つ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と

し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
、
人
間
疎
外
の
理
念
は
、
経

済
学
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
具
体
化
さ
れ
た
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
最
後
に

い
た
つ
て
、
フ
ロ
ム
の
「
マ
ル
ク
ス
の
人
間
概
念
」
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
マ
ル
ク

ス
の
人
間
内
部
に
立
ち
い
つ
て
、
夫
人
イ
ェ
ン
ニ
ー
と
の
結
婚
生
活
、
娘
エ
リ

ナ
ー
の
語
る
父
性
愛
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
友
情
に
よ
つ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
パ
；

ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
描
く
。
そ
れ
は
．
傲
慢
で
あ
り
、
孤
独
で
あ
り
、
権
威
主
義
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
誤
解
を
と
く
に
役
立
つ
け
れ
ど
も
、
主
観
的
に
マ

ル
ク
ス
が
ど
の
よ
5
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
ろ
う
と
、
客
観
的
思
想
と
の
対

応
ー
も
ち
ろ
ん
無
縁
で
あ
る
こ
と
は
な
い
が
ー
を
探
り
あ
て
る
こ
と
は
、

精
神
分
析
的
手
法
の
悪
癖
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
フ
ロ
ム
自
身
そ
の
よ
う
な
行

き
過
ぎ
を
犯
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
タ
ッ
カ
ー
の
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
哲
学
と
神
話
』
も
ま
た
、
二

つ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
め
ぐ
る
推
理
小
説
め
い
た
謎
を
、
『
手
稿
』
を
手
が
か

り
と
し
な
が
ら
と
い
て
ゆ
く
。
タ
ッ
カ
ー
は
フ
ロ
ム
よ
り
一
層
精
緻
な
哲
学
的

分
析
に
よ
つ
て
、
結
論
的
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
マ
ル
ク
ス
主
義
（
『
手
稿
』
に

お
い
て
定
在
化
し
た
）
と
成
熟
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
あ
い
だ
に
、
本
質
的
に

は
、
変
化
に
お
け
る
連
続
性
を
見
透
し
、
哲
学
か
ら
神
話
へ
の
超
越
を
あ
き
ら

か
に
し
て
い
る
．
か
れ
の
方
法
は
、
《
自
己
疎
外
V
概
念
を
、
す
ぐ
れ
て
神
経

症
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
、
人
間
の
自
己
同
一
化
の
喪
失

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

と
絶
対
的
自
我
の
現
実
化
と
の
内
的
・
心
理
的
葛
藤
状
況
と
し
て
把
え
て
い

る
。
そ
れ
は
精
神
分
析
的
方
法
で
は
な
く
、
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
の
方
法
自
体
に

精
神
分
析
の
自
我
構
造
を
え
ぐ
り
だ
し
て
い
る
．
神
経
症
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
イ

は
、
す
で
に
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
人
間
の
5
ち
に
文
学
的
形
象
を
と
つ
て

あ
ら
わ
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
カ
ソ
ト
か
ら
へ
ー
ゲ
ル
に
い
た
る
ド
イ
ッ
哲
学
に

連
続
的
に
あ
ら
わ
れ
、
へ
；
ゲ
ル
を
裏
返
し
た
マ
ル
ク
ス
に
も
哲
学
的
に
連
続

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
『
手
稿
』
を
素
描
す
る
ま
で
の
系
譜
を
く

わ
し
く
跡
づ
け
な
が
ら
、
タ
ッ
カ
ー
は
、
か
れ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
造
が
ヘ

ー
ゲ
ル
主
義
の
哲
学
的
派
生
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
が
そ
の
哲
学
的

結
び
つ
き
を
隠
秘
す
る
た
め
に
、
『
手
稿
』
を
公
刊
し
た
く
な
か
つ
た
と
い
う

不
在
証
明
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
へ
；
ゲ
ル
的
意
味
に
お
い
て
、
人
間
と
は
自
己
疎
外
に
お
け
る
《
神
V
で
あ

る
。
そ
し
て
、
歴
史
と
は
、
神
”
精
神
が
自
己
を
認
識
す
る
方
法
で
あ
る
と
同

時
に
、
神
が
自
己
を
現
実
化
す
る
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
、
神
、
歴
史

の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
調
和
の
世
界
は
、
か
れ
の
死
後
ま
も

な
く
し
て
、
青
年
へ
ー
ゲ
ル
学
徒
に
よ
つ
て
解
体
さ
れ
て
ゆ
く
。
批
判
の
焔

は
、
ま
さ
し
く
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
つ
て
燃
え
さ
か
り
、
神
と
は
自
己
疎
外

に
お
け
る
く
人
間
V
で
あ
る
と
い
5
逆
理
を
も
つ
て
、
人
間
が
人
間
と
な
る
人

間
学
的
主
張
に
と
つ
て
代
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
に
と
つ
て
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
的
な
O
o
一
警
で
は
な
く
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
な
竃
。
塁
魯
が
問
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
（
九
五
五
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

な
り
、
も
は
や
⇔
げ
霞
巨
①
霧
畠
で
は
な
く
て
、
現
実
世
界
の
q
β
目
①
召
畠
の

状
況
を
変
革
す
る
こ
と
が
使
命
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
と
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
と
経
済
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
よ
つ
て

つ
　
　
う
　
　
り
　
　
つ
　
　
つ
　
　
つ
　
　
つ

ヘ
ー
ゲ
ル
化
し
た
の
で
あ
つ
た
。
古
典
経
済
学
か
ら
経
済
学
的
諸
概
念
を
と
っ

て
き
た
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
体
系
的
構
想
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
『
精
神
現
象
学
』

か
ら
借
り
て
い
る
。
か
れ
自
身
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
へ
1
ゲ
ル
は
近
代
国
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

経
済
学
の
立
場
に
た
つ
て
い
る
」
。
自
己
疎
外
さ
れ
た
精
神
の
思
想
的
生
産
活

動
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
つ
て
、
自
己
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
経
済
的
生
産
活
動
へ

と
転
形
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
タ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
理
解
し
描
出
し
た
《
現
実
V

は
、
自
己
疎
外
的
人
間
の
く
内
的
現
実
V
の
自
己
投
射
で
あ
る
。
自
我
体
系
に

お
け
る
葛
藤
の
ド
ラ
マ
が
社
会
的
ド
ラ
マ
ヘ
う
つ
し
変
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
『
手
稿
』
に
お
い
て
は
、
人
問
は
そ
の
労
働
過
程
で
、
労
働
の
対
象
化
、

外
在
化
に
よ
つ
て
、
か
え
つ
て
ま
す
ま
す
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
し
て
あ
ら
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
う
　
　
ち
　
　
へ
　
　
ち

る
。
他
方
で
、
人
間
の
利
己
的
欲
望
は
貨
幣
の
非
人
間
的
権
力
に
支
配
さ
れ
、

貨
幣
に
よ
つ
て
人
間
を
絶
対
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ま
す
ま
す
非
人
間
化

さ
れ
、
疎
外
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
は
と
も
に
非
人
間
的
で
あ
る
。
む
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
は
、
生
産
者
と
し
て
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
人
間
的
本
質
を
、
貨
幣
の
非
人
間
的
権
力
を
パ
ー
ソ
ナ
ラ

イ
ズ
し
た
も
の
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
み
て
い
る
。
だ
が
、
か
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
　
（
九
五
六
）

ズ
ム
と
は
、
の
①
一
げ
警
o
暮
ヰ
Φ
目
身
凝
か
ら
望
一
富
轟
①
三
暮
暮
o
q
へ
の
自
己
還

帰
で
あ
り
、
「
人
間
と
そ
の
巴
e
霞
詔
o
で
あ
る
客
観
的
世
界
と
の
自
我
関
係

に
お
け
る
美
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の
確
立
を
意
味
し
て
い
る
」
（
一
五
九
頁
）
。

　
後
期
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
自
己
疎
外
の
心
理
的
側
面
が
清
算
さ
れ
て
、

社
会
学
化
さ
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
《
労
働
の
分
業
V
あ
る
い
は
〈
階

級
対
立
〉
と
い
つ
て
も
タ
ー
、
・
・
ノ
ロ
ジ
ー
の
変
化
だ
け
で
あ
る
．
マ
ル
ク
ス
は

同
じ
テ
！
マ
を
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
す
る
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

と
同
じ
作
家
で
あ
る
。
『
資
本
論
』
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
あ
り
、

そ
の
見
事
な
論
理
的
帰
結
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
貨
幣
豚
資
本
”
世
俗
的
神
の
神

学
に
ほ
か
な
ら
ず
、
経
済
学
批
判
の
方
法
は
、
ま
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗

教
批
判
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
に
人
間

の
自
己
疎
外
、
精
神
的
資
本
の
蓄
積
を
み
る
よ
う
に
、
資
本
の
蓄
積
過
程
、
そ

し
て
剰
余
価
値
の
増
殖
過
程
（
＜
①
著
零
ε
昌
撃
胃
。
N
毯
）
を
自
己
疎
外
の
経
済
学

と
し
て
「
資
本
と
労
働
の
世
界
」
の
う
ち
に
描
い
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
認
識
的
状
況
に
お
い
て
、
精
神
の
自
己
認
識
が
無
限
に
自
己
拡
大

を
と
げ
て
ゆ
く
く
認
識
論
的
全
体
主
義
V
が
、
資
本
が
絶
対
的
富
へ
と
自
己
拡

大
を
と
げ
て
ゆ
く
資
本
主
義
的
生
産
過
程
に
お
け
る
く
貨
幣
的
全
体
主
義
V
と

い
う
姿
に
変
身
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
真
に
神
話
的
思
考
と
い
う
も
の
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
思
想
家
が
そ
れ
を
神

話
的
と
意
識
し
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
思
想
家
に
と
つ
て
は
、
神
話
的
思



考
こ
そ
経
験
的
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
啓
示
化
す
る
。
神
話
が
外
的
過
程
と

し
て
描
写
す
る
内
的
過
程
は
、
外
的
世
界
に
生
起
し
つ
つ
あ
る
と
実
際
に
認
識

さ
れ
る
の
で
あ
る
．
神
話
は
、
外
部
の
現
実
の
ま
つ
た
く
直
接
的
、
感
覚
的
表

象
と
し
て
、
心
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
領
域
を
充
す
」
（
二
二
四
頁
）
。
マ
ル
ク
ス
の

経
済
学
的
諸
研
究
は
、
お
び
た
だ
し
い
事
実
的
資
料
の
引
用
で
充
た
さ
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
の
神
話
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ソ
を
現
実
的
で
あ

る
か
の
ご
と
く
見
せ
か
け
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
し
か
な
い
。
タ
ッ
カ
ー
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
が
そ
の
後
の
歴
史
的
事
実
に
よ
つ
て
《
退
化
V
し
た
と
い
う
見

解
を
、
皮
相
な
、
あ
る
意
味
で
誤
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
が
か
れ
の
時
代
の
経
済
現
象
を
説
明
し
、
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
な
社
会
的
世
界
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
お
い
て
誤
つ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
的
に
評
価
す
れ
ぽ
、
マ
ル
ク
ス
は
歴
史
の
進
行
に
よ

つ
て
退
化
さ
せ
ら
れ
た
社
会
科
学
者
で
は
な
く
、
「
へ
ー
ゲ
ル
を
逆
転
し
て
、

主
観
的
過
程
を
社
会
的
世
界
と
し
て
表
象
し
た
神
話
づ
く
り
と
な
つ
た
哲
学
者

で
あ
つ
た
。
こ
の
理
由
か
ら
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
社
会
学
的
に
い
え

ば
、
最
初
か
ら
く
退
化
V
し
て
い
た
…
…
」
（
ニ
ニ
七
頁
）
。
神
話
で
あ
る
が
ゆ

え
に
誤
り
で
あ
つ
て
も
、
神
話
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
そ
れ
自

体
で
神
話
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
、
実
践
的
行
動
と
直
接
的

に
関
連
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
、
マ
ル
ク
ス
は
自
己
疎
外

を
人
間
対
人
間
の
闘
争
に
分
裂
さ
せ
、
他
者
を
破
壊
す
る
破
壊
的
情
念
を
さ
ら

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

け
だ
す
結
果
に
み
ち
び
い
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
は
解
決
を
も
た
ら
さ
ぬ
え
せ
の

解
決
で
あ
り
、
道
徳
的
逃
避
主
義
で
あ
る
。

　
タ
ヅ
カ
ー
（
フ
ロ
ム
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
が
）
は
、
も
は
や
科
学
的
社
会

主
義
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。
神
話
に
科
学
的
妥
当

性
を
問
う
こ
と
自
体
無
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
科
学
以
外
の
意
味
が
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
分
析
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ひ
と

つ
の
可
能
な
理
解
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
種
の
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
な
に
を
問
い
か
け
る
か
、
問
い
か
け
る
者
の
問
題
《
意

識
V
を
つ
ね
に
問
う
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
タ
ッ
カ
ー
は
マ
ル
ク

ス
主
義
が
神
話
で
あ
る
こ
と
を
鮮
明
に
示
し
た
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
神

話
で
あ
る
が
ゆ
え
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
信
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
科
学

で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
向
つ
て
、
か
れ

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
呪
縛
性
を
訴
え
た
と
こ
ろ
で
、
遠
吠
え
を
聞
く
よ
う
な
空

し
さ
を
残
す
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
初
期
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
は
、
一
九
三
二
年
、
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
が

　
ド
イ
ッ
で
刊
行
さ
れ
て
以
来
．
西
欧
に
お
い
て
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
．
と
く

　
に
過
去
十
五
年
間
、
ド
イ
ッ
と
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
マ
ル
ク
ス
研
究
の
ル
ネ
ッ
サ

　
ン
ス
を
捲
き
お
こ
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
浮
吾
象

　言貰自
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〇
9
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U
障
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蓋
冤
欝
蜜
鶏
邑
¢
ヨ
9
呂
男
逗
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且
夢
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”
奉
壁
8

　
耳
国
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ぎ
旨
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①
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属
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冒
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田
に
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七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
て
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
に
新
し
い
認
識
視
角
が
開
か
れ
た
。
わ
が
国
で
も
『
手

稿
』
は
す
で
に
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
（
大
月
書
店
刊
）
に
収
め
ら
れ
．

外
国
の
重
要
文
献
も
い
く
つ
か
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ー
ゼ

　
の
『
理
性
と
革
命
』
（
岩
波
書
店
）
、
同
『
初
期
マ
ル
ク
ス
研
究
』
（
未
来
社
）
お

　
よ
び
G
・
ル
カ
ッ
チ
『
若
き
マ
ル
ク
ス
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
な
ど
．

（
2
）
　
マ
ル
タ
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
復
活
さ
せ
た
ル
カ
ッ
チ
の
前
掲
書
は
、

　
ナ
チ
か
ら
逃
れ
て
一
九
三
四
年
ロ
シ
ア
に
亡
命
し
た
と
き
、
ソ
ヴ
ェ
ト
共
産
党

　
か
ら
の
厳
し
い
攻
撃
に
あ
つ
て
．
誤
り
を
告
白
さ
せ
ら
れ
、
修
正
を
余
儀
な
く

　
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
（
フ
ロ
ム
、
七
〇
頁
）
。

（
3
）
　
マ
ル
ク
ス
『
手
稿
』
邦
訳
、
四
〇
四
頁
。

（
4
）
　
こ
の
よ
う
な
傾
向
的
解
釈
と
し
て
、
最
近
ア
メ
リ
カ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主

　
義
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
工
業
化
過
程
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
応
と
し

　
て
把
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

　
チ
は
、
非
西
欧
的
世
界
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
問
題
状
況
と
し
て
ク
ロ
ー

　
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
＞
畠
目
国
ご
ポ
β
目
ぎ
q
島
口
げ
冒
巴

豆
＞
ロ
国
馨
『
9
芽
①
望
ξ
8
・
o
塙
ぎ
自
ロ
o
昌
8
0
馬
竃
9
冥
ざ
目
塁
α

Q
。
目
ヨ
目
冨
β
Z
o
婁
帰
賃
ド
寄
昌
“
o
ヨ
国
2
郵
這
8
●
こ
の
問
題
に
関
し
て
、

　
近
い
う
ち
に
わ
た
く
し
は
、
『
工
業
化
過
程
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
動

　
態
』
と
題
し
て
論
文
を
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
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奈
良
和
重
）

一
二

（
九
五
八
）


