
●歴史の眼

介
護
保
険
と
高
齢
者
福
祉
の
ゆ
く
え

橋

本

宏

子

一

｢
国
の
社
会
的
使
命
｣
の
転
換

介
護
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
､
｢措
置
か
ら

契
約
へ
｣
の
流
れ
が
具
体
化
さ
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
｡

(-
)

最
近
社
会
福
祉
事
業
法
等
が
改
正
さ
れ
､
｢措

置
か
ら
契
約
へ
｣
と
い
う
政
策
の
意
向
は
'
障

害
者
福
祉
や
母
子
福
祉
の
分
野
に
も
反
映
さ
れ

て
き
て
い
る
｡

介
護
保
険
法
は
､
介
護
の
た
め
に
必
要
と
さ

れ
る
費
用
の

一
部
を
保
険
制
度
を
通
じ
て
被
保

険
者
に
給
付
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
｡

介
護
サ
ー
ビ
ス
自
体
を
国
の
責
任
で
保
障
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
わ
が
国
の
福
祉
は
'

介
護
保
険
制
度
の
導
入
を
契
機
に
'
雑
駁
な
言

い
方
を
す
れ
ば
国
(地
方
公
共
団
体
)
が
実
施
主

体
と
し
て
福
祉
サ
ー
ビ
ス
自
体
を
提
供
す
る

｢北
欧
型
｣
か
ら
'
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
自
体
は

基
本
的
に
民
間
に
委
ね
､
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
在

宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
要
す
る
費
用
の

一

部
を
国
が
高
齢
者
医
療
保
険
や
医
療
扶
助
か
ら

償
還
す
る

｢
ア
メ
リ
カ
型
｣
に
転
換
し
っ
つ
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
憲
法
第
二
五

条
に
基
づ
-

｢国
の
社
会
的
使
命
｣
の
意
味

･

内
容
は
'
｢措
置
か
ら
契
約
｣

へ
の
政
策
転
換

を
契
機
に
､

一
八
〇
度
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
転

換
し
ょ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡

二

サ
ー
ビ
ス
は
市
場
で
提
供
さ
れ

る
か

施
設
サ
ー
ビ
ス
や
在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
'

国
が
そ
の
費
用
の

1
部
さ
え
保
障
す
れ
ば
､
本

当
に
市
場
で
買
う
こ
と
の
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
な

の
だ
ろ
う
か
｡
例
え
ば
介
護
保
険
制
度
の
も
と

で

｢要
介
護
｣
と
認
定
さ
れ
た
者
は
､
制
度
上

は
誰
で
も
､
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
(介
護
保

険
法
上
の
介
護
保
険
施
設
の
ひ
と
つ
)
を
利
用

で
き
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
､
実
際
に
は

(介
護
保
険
給
付
額
が
高
い
)
要
介
護
度
三
以
上

の
人
の
利
用
に
限
定
し
な
け
れ
ば
施
設
経
営
は

難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
介

護
保
険
施
設
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
､

｢採
算
｣
を
と

っ
て
い
く
こ
と
自
体
に
'
か
な

り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
｡
施
設
サ
ー

ビ
ス
に
比
較
し
､
市
場
に
馴
染
み
や
す
い
も
の

に
み
え
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
で
さ
え
'

｢時
間
で
買
う
｣
サ
ー
ビ
ス
が
､
｢福
祉
の
心
｣

㌔

(普
通
の
生
活
を
援
助
す
る
こ
と
)
か
ら
離
れ
て

い
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
､
経
験
の
あ
る
者

の
多
く
が
感
じ
て
い
る
問
題
で
あ
る
｡

三

我
々
に
と

っ
て
国
家
と
は
何
か

日
本
国
憲
法
前
文
は
､
｢国
政
は
､
国
民
の

厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
権

威
は
国
民
に
由
来
し
-
-
そ
の
福
利
は
国
民
が

こ
れ
を
享
受
す
る
｣
と
規
定
す
る
｡
｢措
置
か

ら
契
約
へ
｣
の
転
換
は
'
国
民
の
福
祉
を
増
進
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ら
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
信
託
と
い
う
言
葉
に
は
'

(2)

こ
う
し
た
法
理
が
龍
め
ら
れ
て
い
る
｡

最
近
の
福
祉
に
関
す
る
主
張
の
中
に
は
'

｢我
々
に
と
っ
て
国
家
と
は
何
か
｣
を
あ
ら
た

め
て
考
え
さ
せ
る
も
の
が
少
な
-
な
い
｡
｢福

祉
国
家
と
福
祉
社
会
｣
と
い
う
表
現
も
そ
の
ひ

と
つ
で
あ
る
｡
｢福
祉
社
会
｣
と
い
う
時
に
は
'

政
府
は
除
外
し
て
考
え
る
の
が
通
常
で
あ
-
､

｢伝
統
的
福
祉
国
家
論
は
､
政
府
を
最
重
視
す

る
福
祉
社
会
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
｣
と
説

(3)

明
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
福
祉
社
会
が
実
現
で
き

な
け
れ
ば
福
祉
国
家
も
実
現
で
き
な
い
､
と
い

(d)

う
理
解
も
あ
り
う
る
と
さ
れ
る
｡
｢福
祉
社
会
｣

に
お
け
る
国
家
は
､
積
極
国
家
と
し
て
の
従
来

の
福
祉
国
家
像
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
想

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
｡

周
知
の
よ
う
に
欧
米
先
進
諸
国
に
お
け
る

｢福
祉
国
家
｣
批
判
の
思
想
は
'
｢福
祉
国
家
の

危
機
｣
と
呼
ば
れ
る
状
況
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
｡
そ
し
て
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
お
け
る

社
会
保
障
の
当
面
す
る
重
要
な
問
題
の
ひ
と
つ

は
'
経
済
成
長
期
に
存
在
し
て
い
た
政
治
的
コ

ン
セ
ン
サ
ス
が
崩
壊
し
､
将
来
の
発
展
に
必
要

な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

(5)

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
｡

｢福
祉
国
家
の
危
機
｣
を
契
機
に
､
新
自
由

主
義
が
投
げ
か
け
た
課
題
が
､
｢国
家
は
自
由

を
守
る
の
か
｣
と
い
う
ロ
ッ
ク
以
来
の
課
題
を

提
起
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
､
そ
れ
は

｢市
民

社
会
｣
や

｢自
立
｣
の
再
考
を
通
じ
て
'
新
し

い
国
家
の
あ
-
か
た
を
具
体
的
に
提
起
さ
せ
る

こ
と
に
な
ろ
う
｡
｢福
祉
国
家
と
福
祉
社
会
｣

と
い
う
表
現
も
､
こ
う
し
た
社
会
的
動
向
と
無

関
係
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡

四

わ
が
国
に
お
け
る
福
祉
国
家

の

実
態
や
運
用
の
あ
り
方
の
変
化

｢措
置
か
ら
契
約

へ
｣
と
い
う
言
葉
に
象
徴

さ
れ
る
政
策
の
動
向
も
､
新
し
い
国
家
と
市
民

の
あ
-
か
た
を
様
々
な
形
で
示
唆
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
｡

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
わ
が
国
の
社
会
保
障

政
策
の
大
き
な
流
れ
は
､
｢国
民
の
相
互
扶
助
･

連
帯
｣
の
仕
組
を
国
家
が
創
設
す
る
こ
と
で
､

例
え
て
い
え
ば
､
｢夜
警
国
家
｣
的
な
体
制
(市

民
社
会
の
形
成
)を
意
識
的
に
創
り
だ
し
て
き

て
い
る
｡
こ
の

｢国
民
の
相
互
扶
助

･
連
帯
｣

は
'
社
会
保
険
に
つ
い
て
は
､
｢保
険
料
｣
と

い
う
名
の
新
た
な

｢増
税
｣
を
も
た
ら
し
､
そ

れ
だ
け
従
来
の

｢国
家
財
政
の
社
会
保
障
へ
の

配
分
｣
を
減
ら
し
て
き
て
い
る
(少
な
-
と
も

そ
の
可
能
性
を
も
つ
)と
い
う
点
で
は
､
｢小
さ

な
政
府
｣
論
と
も
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
｡

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
介
護
保
険
法
は
､
｢措

置
か
ら
契
約
へ
｣
と
政
策
を
転
換
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
､
｢サ
ー
ビ
ス
の
利
用
関
係
は
人
々
の

自
由
な
意
思
で
処
理
さ
れ
る
｣
も
の
と
構
成
す

る
こ
と
に

｢成
功
｣
し
た
｡
そ
の
こ
と
は
､
サ

ー
ビ
ス
の
供
給
自
体
へ
の
公
的
責
任
を
後
退
さ

せ
る
だ
け
で
な
く
'
例
え
ば
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

質
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給
過
程
で
の
事
故
に
つ

い
て
の
公
的
責
任
の
あ
り
方
を
も
大
き
く
変
更

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

実
際
に
は
そ
の

｢政
策
転
換
｣
は
'
市
民
の

｢選
択
の
自
由
｣
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
り
､

｢個
人
の
権
利
=

自
由
｣
を
保
障
す
る
も
の
と

し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
｡
社
会
福
祉
事
業
法
の

改
正
は
､
こ
う
し
た
方
向
を
普
遍
化
さ
せ
た
と

い
う
意
味
で
､
｢福
祉
国
家
｣
に
よ
る

｢夜
警

国
家
的
な
体
制
｣
の
土
台
づ
く
り
が
､
二
〇
〇

〇
年
を
迎
え
て
深
化
し
て
き
て
い
る
と
い
っ
て

も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
み
て
く

64



●歴史の眼

る
と
'
八
〇
年
代
を
通
じ
､
そ
の
よ
っ
て
た
つ

基
盤
自
体
が
急
速
に
変
化
し
た
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
日
本
型
福
祉
社
会
論
で
は
あ
る
が
､
｢日

本
型
福
祉
社
会
｣
｢活
力
あ
る
福
祉
社
会
｣
で
強

調
さ
れ
た

｢国
民
の
自
立

･
自
助
の
活
動

･
自

己
責
任
｣
は
､
介
護
保
険
組
織
の
枠
組
み
の
中

に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
確
実
に
生
き
延
び
た

と
も
い
え
る
だ
ろ
う
｡

以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
'
少
し
補
足
的
な
説

明
を
し
て
お
き
た
い
｡

介
護
保
険
法
の
制
定
に
よ
り
'
老
人
保
健
法

上
の
老
人
保
健
施
設
や
訪
問
看
護
等
は
'
介
護

保
険
給
付
の
対
象
と
さ
れ
'
そ
の
費
用
の
多
-

は

｢共
同
連
帯
｣
(介
護
保
険
法
第
四
条
二
項
参

梶
)
の
名
の
も
と
に
'
新
た
に
徴
収
さ
れ
た
介

護
保
険
料
(実
質
的
な
増
税
)
に
よ
っ
て
賄
わ
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
'
｢医
療

保
険
財
政
の
健
全
化
｣
を
は
か
る
こ
と
が
意
図

さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
同
様
に
､
従
来
措
置
費

(税
金
)
で
そ
の
費
用
の
多
-
が
賄
わ
れ
て
い
た

老
人
福
祉
法
上
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
居

宅
生
活
支
援
事
業
等
も
､
介
護
保
険
給
付
の
対

象
と
さ
れ
そ
の
費
用
の
多
-
は
介
護
保
険
料
に

よ
っ
て
賄
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
ち
な
み
に
､

介
護
保
険
給
付
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ

ス
は
､
痴
呆
性
高
齢
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

(新
設
)を
除
き
'
老
人
保
健
法
あ
る
い
は
老
人

福
祉
法
上
に
規
定
さ
れ
て
い
る
施
策
で
あ
る
｡

ひ
る
が
え

っ
て
考
え
る
と
､

一
九
八
〇
年
の
老

人
保
健
法
の
制
定
に
よ
-
､
そ
れ
以
前
に
は
公

費
で
負
担
さ
れ
て
き
た
高
齢
者
の
医
療
保
険
の

自
己
負
担
分
の
補
填
(老
人
福
祉
法
の

｢老
人

医
療
費

の
無
料
化
制
度
｣)
は
､
｢自
助
と
連

帯
｣
の
精
神
に
基
づ
き
(老
人
保
健
法
第
二
条
)
､

各
医
療
保
険
か
ら
の
拠
出
金
で
そ
の
多
-
が
賄

わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
｡

一
九
八
五
年
の
年
金

法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た

｢基
礎
年
金
｣

制
度
は
､
｢共
同
連
帯
｣
を
年
金
の
分
野
で
具

体
化
し
た
も
の
と
い
え
る
｡
そ
の
意
味
で
､
介

護
保
険
に
お
い
て
と
ら
れ
た
手
法
は
'
第
三
段

目
の

｢共
同
連
帯
｣
の
方
策
と
い
え
そ
う
で
あ

る

｡介
護
保
険
法
の
も
と
で
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

契
約
に
お
い
て
は
､
高
齢
者
は
'
形
式
的
に
自

由

･
平
等
な
市
民
と
し
て
､
サ

ー
-
ビ
ス
提
供
業

者
と
対
峠
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
｡
高

齢
者
の
自
由
意
思
で
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
関
係
が
処
理
さ
れ
る
も
の
と

｢擬
制
擬
勢
｣

す
る
た
め
に
は
'
高
齢
者
に

｢意
思
能
力
｣
が

あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
｡

成
年
後
見
制
度
や
権
利
擁
護
事
業
は
'
こ
の

点
を
縫
合
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
､
導
入
さ

れ
た
制
度
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
成
年
後
見

制
度
で
は
､
従
来
の
禁
治
産

･
準
禁
治
産
と
比

べ
､
本
人
の
自
己
決
定
の
尊
重
が
強
調
さ
れ
て

い
る
｡
例
え
ば
精
神
上
の
障
害
に
よ
-
判
断
能

力
を
欠
く
常
況
に
あ
る
と
さ
れ
る
人
々
(従
来

の
禁
治
産
者
に
該
当
)
に
つ
い
て
も
､
日
用
品

の
購
入
そ
の
他

｢日
常
生
活
に
関
す
る
行
為
｣

に
つ
い
て
は
､
成
年
後
見
人
の
取
消
権
の
対
象

か
ら
は
ず
し
'
本
人
の
自
己
決
定
に
委
ね
る
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
そ
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ

れ
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
こ
で
の
自
己
決
定
の

尊
重
は
､
人
々
の
自
由
意
思
で
す
べ
て
の
社
会

関
係
が
処
理
さ
れ
る
と
す
る
近
代
市
民
法
の
原

則
に
た
っ
て

｢判
断
能
力
を
欠
-
常
況
に
あ
る

と
さ
れ
る
人
々
｣
に
つ
い
て
も
､
他
の
市
民
と

同
様
に

｢形
式
的
に
自
由

･
平
等
｣
の
立
場
に

あ
る
こ
と
を
保
障
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

｢福
祉
の
世
界
に
お
け
る
自
己
決
定
の
尊
重
｣

は
､
こ
う
し
た
近
代
市
民
法
の
原
則
に
依
拠
し
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る
は
ず
で
あ
る
｡
高
齢
者
福
祉
が
問
題
に
す
べ

き
こ
と
は
､
高
齢
者
の

｢意
思
能
力
｣
の
有
無

で
は
な
く
､
高
齢
者
の
意
志
(心
)を
汲
み
取
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
福
祉
の
領
域
に
お

い
て
は
､
｢意
思
能
力
｣
の
な
い
人
々
や
不
十

分
な
人
々
の
意
志
(心
)を
汲
み
取
る
そ
の
あ
り

方
こ
そ
'
人
権
保
障
の
原
点
と
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
福
祉
に
お
け
る
自
己

決
定
の
尊
重
は
'
人
間
の
尊
厳
の
現
代
的
な
フ

ァ
ク
タ
ー
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
'

す
ぐ
れ
て
法
的
な
課
題
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
｡

成
年
後
見
制
度
が
'
｢判
断
能
力
の
不
十
分

な
人
々
｣
の

｢法
律
行
為
｣
(契
約
等
)を
援
助

す
る
制
度
で
あ
る
の
に
た
い
し
､
地
域
福
祉
権

利
擁
護
事
業
は
'
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
手
続

の
援
助
や
代
行
､
そ
れ
に
付
随
し
た
日
常
的
な

金
銭
管
理
等
の
援
助
(軽
微
な
法
律
行
為
の
援

助
=

代
理
も
含
む
)
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
｡

こ
の
事
業
は
､
社
会
福
祉
法
(改
正
さ
れ

た
社
会
福
祉
事
業
法
を
さ
す
)
に
基
づ
く
も
の

と
さ
れ
る
が
'
前
述
の
よ
う
な
意
味
で
の

｢福

祉
に
お
け
る
自
己
決
定
の
尊
重
｣
は
明
確
で
は

な
い
｡
む
し
ろ
そ
こ
で
は
'
保
険
給
付
に
裏
付

け
ら
れ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
と
い
う

｢商

品
交
換
関
係
｣
に
基
づ
く
権
利
義
務
関
係
が
前

提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡
生
存
権
に

基
づ
-
権
利
と
し
て
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
い
う

発
想
は
､
そ
こ
か
ら
は
遠
い
｡
そ
の
意
味
で
は
､

人
権
擁
護
と
権
利
擁
護
の
間
に
は
'
単
な
る
用

語
の
置
換
と
い
え
な
い
相
違
が
寵
め
ら
れ
て
い

る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な

(･5)

ら
な
い
だ
ろ
う
｡

｢措
置
か
ら
契
約

へ
｣
の
流
れ
は
'
生
活
保

護
制
度
の
よ
う
に
'
措
置
に
残
さ
れ
た
サ
ー
ビ

ス
に
お
け
る
受
給
者
(含
む
受
給
申
請
者
)
の
権

利
の
基
盤
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
も
危
供
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
｡

近
年
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
過
程
に
い
わ
ゆ
る

｢オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
｣
等
が
関
わ
り
'
利
用

者
と
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
関
係
を

｢調
整
｣
す
る

試
み
が
､
活
発
化
し
て
き
て
い
る
｡
そ
れ
は
確

か
に
注
目
す
べ
き
動
向
で
は
あ
る
が
'
今
後
の

サ
ー
ビ
ス
の
展
開
は
'
｢調
整
｣
だ
け
で
は
解

決
で
き
な
い
最
後
の
砦
と
し
て
の

｢救
済
制

度
｣
を
も
必
要
と
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
｡
わ
が
国
で
は
､
い
わ
ゆ
る

｢オ
ン
ブ
ズ
パ

ー
ソ
ン
｣
が
､
利
用
者
の
代
理
人
や
擁
護
者
と

し
て
､
サ
ー
ビ
ス
業
者
や
公
的
機
関
と
対
略
す

る
と
い
う
姿
勢
は

一
般
に
は
弱
い
｡
ア
メ
リ
カ

で
は
長
期
介
護
施
設
に
関
わ
る

｢オ
ン
ブ
ズ
パ

66

-
ソ
ン
｣
は
'
p
a
rens
p
a
triae
(後
見
人
と
し

て
の
国
)
の
視
点
か

ら
捉
え

ら
れ
て
い
る
｡
｢調

整
｣
を
重
視
す
る
わ
が
国
の

｢オ
ン
ブ
ズ
パ
ー

ソ
ン
｣
の
あ
り
様
に
は
､
新
し
い

｢日
本
型
福

3ji2n

祉
｣
の
動
向
が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
｡

五

提
起
さ
れ
て
き
て
い
る
課
題

前
述
し
て
き
た
よ
う
な
わ
が
国
に
お
け
る

｢福
祉
国
家
の
実
態
や
運
用
の
あ
-
方
｣
は
'

｢サ
ー
ビ
ス
の
供
給
過
程
に
お
け
る
公
的
責
任

の
あ
り
方
｣
を
始
め
'
法
的
に
も
新
た
な
課
題

を
提
起
し
て
き
て
い
る
｡
し
か
し
こ
う
し
た
新

た
な
課
題
が
'
問
題
解
決
へ
の
視
点
を
具
体
的

′

に
提
起
し
て
き
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

る
｡今

後
の
問
題
解
決
へ
の
提
言
が
､
大
筋
に
お

い
て
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
'
様
々
な
場
面
で

の
参
加
の
強
調
で
あ
る
｡
そ
の
参
加
が
強
調
さ

れ
て
く
る
背
景
と
し
て
､
｢国
家

へ
の
不
信
｣

｢専
門
家

へ
の
不
信
｣
が
あ
る
こ
と
も
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
｡
そ
こ
に
は
先
に
ふ
れ
た
福
祉
国
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家
批
判
と
共
通
す
る
流
れ
を
汲
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
｡
そ
し
て
､
参
加
が
市
民
の
復
権
の
要

求
で
も
あ
る
か
ぎ
-
､
参
加
は
分
権
化
と
も
関

連
し
て
-
る
｡
参
加

･
分
権
化
は
､
そ
の
意
味

で
最
近
の
主
張
に
共
通
す
る
流
れ
に
な
っ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
参
加
を
担
う
市
民
は
､

本
当
に
主
体
性
を
も
つ
市
民
で
あ
る
こ
と
が
要

請
さ
れ
る
｡
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
や
自
己
決
定

の
問
題
も
､
ひ
い
て
は
こ
こ
に
関
連
し
て
く
る

こ
と
に
な
る
｡
｢国
家
は
自
由
を
保
障
す
る
の

か
｣
｢自
由
と
は
何
か
｣
と
い
う
古
-
て
､
新
し

い
問
題
が
提
起
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
｡(1

)

社
会
福
祉
事
業
法
は
､
社
会
福
祉
法
と
改
正

し
'
六
月
七
日
公
布
'

1
部
を
除
き
即
日
施
行
｡

(2
)

下
山
瑛
二

｢現
代
行
政
と
法
｣
(日
本
放
送
出

版
協
会
､
N
H
K
大
学
講
座
t

l
九
八

1
年
)

四
〇
頁
｡

(3
)

武
川
正
吾

｢福
祉
社
会
の
社
会
政
策
』
(法
律

文
化
社
'
二
〇
〇
〇
年

(第
二
版
)
二

七
頁
｡

(4
)

同
右
武
川

｢福
祉
社
会
の
社
会
政
策
』
二
頁
｡

(5
)

田
端
博
邦

｢福
祉
国
家
論
の
現
在
｣
(東
衷
大

学
出
版
会
編

『転
換
期
の
福
祉
国
家
(上
)』
東

大
出
版
会
'

一
九
八
八
年
)
二
二
頁
｡

(6
)

権
利
擁
護
事
業
で
言
わ
れ
る
権
利
に
つ
い
て

は
､
｢だ
れ
に
対
す
る
ど
ん
な
権
利
な
の
か
｣

を
整
理
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
｡

(7
)

わ
が
国
で
注
目
さ
れ
､
実
施
さ
れ
て
き
て
い

る

｢オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
｣
は
､
国
の
法
律
に

基
づ
く
制
度
で
は
な
い
こ
と
､
ア
メ
リ
カ
等
と

比
べ
て
w
atch

d
o
g
(行
政
の
仕
事
を
監
視
す

る
)と
い
う
発
想
が
少
な

い
こ
と
､
｢オ
ン
ブ
ズ

パ
ー

ソ
ン
｣
の
よ
う
な
A
D
R

(A
Jte
rativ
e

D
ispute
R
e
sO
-u
tio
n
代
替
的
紛
争
解

決
)と
国

の
監

督

と

の

繋
が
-
が
明
確
で
な
い
こ
と
等
も

指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
｡
詳

し
-
は
､
橋
本
宏
子

｢
ア
メ
リ
カ
ナ
ー
シ
ン
グ

ホ
ー
ム
と
法
｣
(『神
奈
川
法
学
』
第

三
二
巻
第

三
号
)参
照
｡

(は
し
も
と

ひ
ろ
こ
)

-
02ペ
ー
ジ
よ
り
つ
づ
〈
-

1
ジを
異
に
し

て

い
る

の
は
､
ど
う
い
う
こ
と

だ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
民
同
(民
主
化
同
盟
)
運
動

に
つ
い
て
も
､
や
は
り
､
対
立
し
た
当
事
者
と

し
て
の
立
場
を
越
え
た
証
言
が
な
か
っ
た
こ
と

は
､
歴
史
を
客
観
視
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
､

改
め
て
感
じ
た
｡
吉
田
民
ら
の
今
後
の
研
究
の

深
化
に
期
待
す
る
も
の
が
大
き
い
｡

(お
茶
の
水
書
房
､
二
〇
〇
〇
年
五
月
刊
､
六
五

〇
〇
円
)

(あ
お
き

て
つ
お
)

』
関
連
特
集
号
紹
介
■

第
五
六
五
号
(
一
九
九
七
年
五
月
)

-
特
集

･
老
い
の
歴
史
と
女
性
-

古
代
老
者
の

｢棄
｣
と

｢養
｣

-
-
田
中
禎
昭

日
本
人
の
老
人
観
-
-
-
-
-
宮
田

登

近
世
農
民
家
族
に
お
け
る
老
人
の
地
位

-
-
-
-
･‥
桜
井
由
幾

近
代
日
本
に
お
け
る
老
人
の
扶
養
と
介
護

-
-
-
-
折
井
美
耶
子

戦
後
日
本
の
女
と
老
い
-
-
-
袖
井
孝
子

【
ス
ケ
ッ
チ

･
世
界
の
老
い
】

暮
ら
し
の
な
か
で
の
老
人
Ⅰ
沖
縄
(深
沢

恵
子
)/
ア
イ
ヌ
の

｢老

い
｣
の
民
族
誌

と
民
族
史
-
過
去
と
現
在
(児
島
恭
子
)/

韓
国
の
老
人
た
ち
の
今
(井
上
和
枝
)
/

｢孝
｣
か
福
祉
か
-
中
国
の
高
齢
者
に
見

る
変
化
(前
山
加
奈
子
)/
ビ
ル
マ
の
女
性

と
老
い
(川
並
宏
子
)/
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お

け
る
老
い
(平
井
文
子
)/
歴
史
か
ら
み
る

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
高
齢
者
福
祉
(ビ
ヤ
ネ

ー
ル
多
美
子
)
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