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序　章　社会福祉学は「社会」をどう捉えてきたのか

序　

章　

社
会
福
祉
学
は
「
社
会
」
を
ど
う
捉
え
て
き
た
の
か

「
社
会
的
な
」
社
会
学
と
社
会
福
祉
学

社
会
福
祉
士
と
は
、
ソ社

会

的

な

ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
訳
語
で
あ
る

（
1	
）。

で
は
、「
社ソ

ー
シ
ャ
ル

会
的
な
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、「
社
会
的
な
も
の
」
に
関
す
る
、
公
的
な
機
関
が
出
し
た
報
告

書
が
あ
る
。

日
本
学
術
会
議
の
社
会
学
委
員
会
・
社
会
学
の
展
望
分
科
会
の
「
社
会
学
分
野
の
展
望

★

―
―

★

良
質
な
社
会
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
『
社

会
的
な
る
も
の
』
の
再
構
築
」
と
題
し
た
報
告
書
だ
。
こ
こ
で
、「
社
会
的
な
る
も
の
」
と
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

共
同
体
的
な
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
た
諸
個
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
連
帯
し
う
る
の
か
、
し
か
も
国
家
的
・
政
治
的
統
合
と
も
市
場

的
・
経
済
的
連
携
と
も
異
な
る
か
た
ち
で
、
ど
の
よ
う
に
「
社
会
的
」
に
結
び
つ
き
、
相
互
に
助
け
合
え
る
の
か
と
い
う
関
心
で

あ
っ
た
（
日
本
学
術
会
議2010

：	1

）。
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こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
は
「
共
同
体
的
な
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
」、
昔
な
が
ら
の
相
互
扶
助
の
恩
恵

を
受
け
づ
ら
く
な
っ
た
個
人
が
「
連
帯
」
し
、「『
社
会
的
』
に
結
び
つ
き
、
相
互
に
助
け
合
」
う
こ
と
に
関
わ
る
仕
事
を
す
る
人
と
な

る
。近

年
の
「
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
切
捨
て
か
ら
無
差
別
殺
傷
事
件
な
ど
」
の
出
来
事
は
、
い
わ
ば
「
社
会
の
質
」
の
劣
化
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
、「
こ
の
劣
化
を
く
い
と
め
、
良
質
な
社
会
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
際
注
目
さ
れ

る
の
が
『
社
会
的
な
る
も
の
』
の
働
き
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
社
会
学
は
「
社
会
的
な
る
も
の
」
を
問
い
続
け
る
こ
と
で
、
そ

う
し
た
社
会
の
質
の
劣
化
を
食
い
止
め
る
べ
く
存
在
し
て
き
た
と
説
く
。

近
代
社
会
に
対
す
る
自
省
的
理
解
を
め
ざ
し
て
生
ま
れ
た
社
会
学
は
、
そ
の
学
問
的
発
展
の
当
初
か
ら
、
伝
統
的
な
共
同
体
の
原

理
に
代
わ
る
近
代
的
な
社
会
的
連
帯
の
原
理
と
し
て
「
社
会
的
な
る
も
の
」
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
き
た
（
日
本
学
術
会
議	

2010

：	1

）。

「
社
会
的
な
も
の
」
と
は
何
か

「
社
会
的
」
と
い
う
言
葉
は
き
わ
め
て
多
義
で
あ
る
。
市
野
川
容
孝
は
、
著
書
『
社
会
』
の
な
か
で
「
社
会
的
な
も
の
」
と
い
う
言

葉
を
①
自
然
の
対
立
項
と
さ
れ
る
も
の
、
②
個
人
に
対
置
さ
れ
る
も
の
、
③
国
家
と
の
対
比
で
語
ら
れ
る
も
の
、
④
日
本
語
で
忘
却
さ

れ
て
き
た
も
の
に
整
理
し
て
い
る
。
こ
の
四
つ
め
の
意
味
す
る
も
の
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る

「
社
会
的
な
国
家
」
に
相
当
す
る
日
本
語
は
「
福
祉
国
家
」
で
あ
る
が
、「
社
会
的
な
国
家
＝
福
祉
国
家
」
に
な
ら
な
い
日
本
語
の
現
状

が
例
に
あ
げ
ら
れ
る
（
市
野
川2006

：v-x

）。
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こ
の
「
社
会
的
な
も
の
」
は
、
社
会
学
の
営
み
に
お
い
て
お
ざ
な
り
に
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
社
会
学
的
忘

却
」
に
つ
い
て
、
市
野
川
は
次
の
よ
う
な
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。「
社
会
学
は
『
価
値
自
由
』
と
い
う
周
知
の
原
則
を
自
ら
に
課
し
つ

つ
、
自
ら
が
分
析
や
記
述
の
た
め
に
用
い
る
『
社
会
的
』
と
い
う
言
葉
か
ら
、
そ
の
規
範
的
要
素
を
極
力
そ
ぎ
落
と
し
、
こ
の
言
葉
を

人
間
関
係
や
相
互
行
為
を
漠
然
と
指
し
示
す
も
の
へ
と
抽
象
化
し
て
き
た
」（
市
野
川2006

：35-36

）。

北
田
暁
大
は
、
こ
の
よ
う
に
「
脱
規
範
化
」
さ
れ
た
社
会
学
の
ス
タ
イ
ル
の
起
源
を
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の

シ
カ
ゴ
に
求
め
る
。
当
時
、
シ
カ
ゴ
の
街
の
「
最
暗
黒
」
部
分
に
「
科
学
」
的
な
考
察
の
明
か
り
を
灯
し
て
社
会
問
題
を
解
決
し
よ
う

と
し
た
の
は
、
市
内
の
ス
ラ
ム
街
に
設
立
さ
れ
た
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
「
ハ
ル
ハ
ウ
ス
」
と
シ
カ
ゴ
大
学
社
会
学
部
で
あ
っ
た
。
両
者
は
互

い
に
密
接
に
影
響
し
あ
っ
た
一
方
で
、
緊
張
を
は
ら
む
関
係
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ハ
ル
ハ
ウ
ス
の
ジ
ェ
ー
ン
・
ア
ダ
ム
ス
ら
は
、
ス

ラ
ム
街
で
隣
人
と
交
流
す
る
「
住
民
（residents

）」
と
な
り
「
社
会
調
査
（social	survey

）」
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
カ

ゴ
大
学
の
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ー
ク
は
都
市
を
実
験
室
と
位
置
付
け
て
そ
れ
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
生
態
学
を
展
開
す
る
。
こ
こ
で
、
パ
ー

ク
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
や
彼
女
ら
が
取
っ
た
調
査
方
法
を
女
性
が
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社

会
学
と
社
会
福
祉
の
実
践
を
差
異
化
し
、「
社
会
的
な
も
の
」
を
忘
却
し
て
い
っ
た
と
い
う
（
北
田2015

）。

い
っ
ぽ
う
、
社
会
福
祉
学
で
は
「
社
会
的
な
る
も
の
」
を
ど
う
捉
え
て
き
た
の
か
。
日
本
学
術
会
議
の
報
告
書
で
は
、
社
会
学
に
お

け
る
論
点
や
課
題
な
ど
が
整
理
さ
れ
た
後
に
、
社
会
福
祉
学
の
論
点
・
課
題
・
展
望
が
続
く
。
そ
し
て
「
社
会
福
祉
学
で
の
『
社
会
的

な
る
も
の
』
の
確
立
」
の
項
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
の
意
義
が
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
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に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降
の
こ
と
に
属
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
組
織
と
し
て
の
期
待
と
と
も
に
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
が
社
会
の
基
底
を
な
す
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
回
復
を
促
す
契
機
に
な
り
う
る
の
で
は
な

い
か
、
社
会
的
に
排
除
さ
れ
た
人
び
と
を
包
摂
す
る
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
が
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
人
び
と
の
「
社
会
的
な
る
も
の
」
の
回
復
に
た
い
す
る
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
社
会
福
祉
学
は
、
公
と
民
、
あ
る
い
は

国
家
と
個
人
の
二
分
論
を
超
え
て
、
日
本
で
新
た
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図
っ
て
い
く
先
導
的
役
割
の
一
端
を
担
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
第
三
領
域
で
あ
る
地
域
社
会
と
い
う
舞
台
を
も
と
に
、
自
助
と
公
助
に
加
え
て
互
助
で
も
っ
て
、

「
社
会
的
な
る
も
の
」
の
復
権
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
（
日
本
学
術
会
議2010

：	16

）。

社
会
福
祉
学
は
、「
社
会
福
祉
に
い
う
『
社
会
』
と
い
う
語
句
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」	

（
日
本
学
術
会
議2010

：	17

）
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
文
章
に
は
社
会
学
の
立
場
と
は
大
き
く
異
な
る
点
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、「『
社
会
的
な
る
も
の
』
の
復
権
」
が
「
自
助
と
公
助
に
加
え
て
互
助
で
も
っ
て
」
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

そ
も
そ
も
、
日
本
学
術
会
議
の
報
告
書
の
定
義
に
照
ら
す
と
、「
共
同
体
的
な
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
た
諸
個
人
」
と
い
う
の
は
、
地

縁
や
血
縁
で
つ
な
が
っ
た
社
会
集
団
の
な
か
の
互
助
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
個
人
を
指
す
。
自
助
も
（
伝
統
的
な
）
互
助

も
頼
れ
な
い
個
人
が
、「
市
場
的
・
経
済
的
連
携
と
も
異
な
る
か
た
ち
」
で
、
ど
の
よ
う
に
「
社
会
的
」
に
結
び
つ
く
か
が
問
わ
れ
て

い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
社
会
福
祉
（
学
）
の
領
域
に
は
、「
自
助
と
公
助
に
加
え
て
互
助
で
も
っ
て
」、「
社
会
的
な

も
の
」
を
復
権
さ
せ
る
べ
き
と
い
う
思
考
回
路
を
成
立
さ
せ
る
マ
ジ
ッ
ク
が
存
在
す
る
。

日
本
の
「
社
会
的
な
も
の
」
の
「
社
会
福
祉
学
的
歪
曲
」
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本
来social	w

ork

は
、
自
助
も
（
伝
統
的
な
）
互
助
も
頼
れ
な
い
個
人
を
、
い
か
に
社
会
的
に
結
び
付
け
、
相
互
に
助
け
合
う
か
に

関
わ
る
仕
事
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
近
代
化
や
産
業
化
が
進
ん
だ
都
市
、
ス
ラ
ム
を
孕
む
都
市
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
生
ん

だ
の
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
は
「
社
会
的
な
も
の
」
を
「
自
助
＋
公
助
＋
互
助
」
と
位
置
付
け
て
良
し
と
す
る
マ
ジ
ッ

ク
が
存
在
す
る
。

そ
う
し
た
「
社
会
的
な
も
の
」
の
「
社
会
福
祉
学
的
歪
曲
」
の
先
駆
者
の
一
人
は
田
子
一
民
だ
ろ
う
。
田
子
は
『
社
会
事
業
』

（1922

）
の
冒
頭
の
一
文
で
、「
社
会
事
業
」
つ
ま
り
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
は
、「
社
会
連
帯
の
思
想
を
出
発
点
」
と
し
、
そ
の
う
え
で

「
日
本
式
社
会
事
業

0

0

0

0

0

0

0

（
強
調
点
マ
マ
）」
の
必
要
を
説
い
た
（
田
子1922

：	1

）。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
「
社
会
事
業
」
と
い
う
語
は
、
欧

米
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
慈
善
事
業
や
感
化
救
済
事
業
と
は
異
な
る
「social	w

ork

」
を
指
す
と
同
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
（
田
子

1922

：	14

）。
そ
し
て
社
会
連
帯
の
思
想
を
「
簡
単
」
に
言
う
と
「
私
達
の
社
会
」
と
い
う
「
観
念
」
に
な
る
と
し
た
う
え
で
、
こ
の

「
私
達
の
社
会
」
を
「
私
達
の
家
」
と
言
い
換
え
た
（
田
子1922

：	9-10

）。
つ
ま
り
家
族
内
で
支
え
合
う
よ
う
に
、
社
会
の
構
成
員
全

員
に
対
し
て
も
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
自
覚
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
仁
政
を
説
く
田
子
の
日
本
式
社
会
事
業
と
は
、
儒
教
的
な
社
会

規
範
の
も
と
に
あ
り
（
池
本1998

：322

）、
い
わ
ばsocial	w

ork

は
主
に
武
士
階
級
の
学
門
と
し
て
定
着
し
て
い
た
中
国
由
来
の
在

来
知
（
第
一
章
）
か
ら
捉
え
直
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
。

society

やsocial

の
訳
語
に
「
社
会
」
と
い
う
語
が
当
て
ら
れ
て
か
ら
約
半
世
紀
の
こ
の
時
期
、
た
と
え
ば
方
面
委
員
設
置
に
関
す

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、「
社
会
」
に
「
せ
け
（
世
間
）」
と
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
た
（
村
島1929

：	11

）。social

が
世
間
と
翻
訳
さ
れ

る
と
、
社
会
連
帯
は
世
間
の
連
帯
で
あ
り
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
「
私
た
ち
の
家
」
は
な
じ
み
や
す
い
言
い
換
え
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
マ
ジ
ッ
ク
は
、
現
在
も
息
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
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た
と
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
の
社
会
福
祉
の
基
礎
構
造
改
革
の
な
か
で
も
、
社
会
連
帯
は
強
調
さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
七
年
の
厚
生

労
働
省
の
報
告
書
「
社
会
福
祉
の
基
礎
構
造
改
革
に
つ
い
て
（
主
要
な
論
点
）」
に
は
、
二
か
所
、
社
会
連
帯
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
一

つ
め
が
「
社
会
福
祉
の
理
念
」
と
し
て
、「
個
人
の
自
己
責
任
に
よ
る
解
決
に
委
ね
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
生
活
上
の
問
題
に
関
し
社

会
連
帯
の
考
え
方
に
立
っ
た
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
個
人
の
自
己
実
現
と
社
会
的
公
正
の
確
保
を
図
る
」
と
い
う
箇
所
。
ま
た
二
つ

め
は
「
改
革
の
基
本
的
方
向
」
に
「
⑤
住
民
の
積
極
的
な
参
加
に
よ
る
豊
か
な
福
祉
文
化
の
土
壌
の
形
成
」
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
社

会
連
帯
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
幅
広
い
住
民
の
積
極
的
な
参
加
を
得
て
豊
か
な
福
祉
文
化
の
土
壌
を
形
成
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
部
分

だ
（
厚
生
労
働
省
社
会
福
祉
事
業
等
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会1997

）。

一
つ
め
の
社
会
連
帯
は
、
基
礎
構
造
改
革
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
効
率
性
の
確
保
、
幅
広
い
要
望
に
応
え
る
べ
く
市
場
化
・
多
元

化
が
推
進
さ
れ
る
な
か
、
生
活
困
窮
者
等
に
対
し
て
「
社
会
連
帯
の
考
え
方
に
基
づ
く
公
的
助
成
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
を
支

え
る
仕
組
み
が
必
要
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ノ
ー
マ
ル
な
社
会
連
帯
の
解
釈
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
二
つ
め
の
社
会
連
帯
は
、「
福
祉
文
化
の
土
壌
の
形
成
」
を
通
じ
た
互
助
が
期
待
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
本
来

の
意
味
と
異
な
る
。
こ
の
文
面
に
は
儒
教
の
教
え
の
か
け
ら
も
な
く
、
市
民
の
主
体
的
な
参
加
か
ら
な
る
社
会
連
帯
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
年
後
に
公
表
さ
れ
た
「
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
に
つ
い
て
（
中
間
ま
と
め
）」（
一
九
九
八
年
）
で
は
、
同
じ
福
祉

の
文
化
の
醸
成
が
推
奨
さ
れ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
以
下
の
よ
う
に
社
会
連
帯
の
語
は
消
え
て
い
る
。

（
7
）　

福
祉
の
文
化
の
創
造

社
会
福
祉
に
対
す
る
住
民
の
積
極
的
か
つ
主
体
的
な
参
加
を
通
じ
て
、
福
祉
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、

自
助
、
共
助
、
公
助
が
あ
い
ま
っ
て
、
地
域
に
根
ざ
し
た
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
あ
る
福
祉
の
文
化
を
創
造
す
る
（
厚
生
労
働
省
中
央
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社
会
福
祉
審
議
会
社
会
福
祉
構
造
改
革
分
科
会1998

）。

既
視
感
が
あ
る
と
思
え
ば
、
こ
の
文
は
「
地
域
社
会
と
い
う
舞
台
を
も
と
に
、
自
助
と
公
助
に
加
え
て
互
助
で
も
っ
て
、『
社
会
的

な
る
も
の
』
の
復
権
を
目
指
す
」（
日
本
学
術
会
議2010

：	16

）
と
い
う
日
本
学
術
会
議
の
報
告
書
の
一
文
と
似
て
い
る
。
ま
た
二
〇

一
二
年
に
成
立
し
た
「
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
」
に
も
、
同
様
の
文
言
が
並
ん
で
い
る
。

第
二
条
第
一
項　

自
助
、
共
助
及
び
公
助
が
最
も
適
切
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
国
民
が
自
立
し
た
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
家
族
相
互
及
び
国
民
相
互
の
助
け
合
い
の
仕
組
み
を
通
じ
て
そ
の
実
現
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
。

し
か
し
、「
自
助
、
共
助
、
公
助
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
政
策
統
括
官
（
総
合
政
策
担
当
）
が
実
施
す
る
検
討
会
、「
我
が
事
・
丸
ご
と
」	

地
域
共
生
社
会
実
現
本
部
の
「『
地
域
共
生
社
会
』
の
実
現
に
向
け
て
（
当
面
の
改
革
工
程
）」（
厚
生
労
働
省2017

）
で
は
繰
り
返
さ
れ

な
か
っ
た
。「
地
域
住
民
や
地
域
の
多
様
な
主
体
が
『
我
が
事
』
と
し
て
参
画
し
、
人
と
人
、
人
と
資
源
が
世
代
や
分
野
を
超
え
て

『
丸
ご
と
』
つ
な
が
る
」、「
地
域
共
生
社
会
」
と
い
う
新
し
い
言
葉
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
社
会
」
を
脱
ぎ
捨
て
た

「
連
帯
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

地
域
全
体
が
連
帯
し
、
地
域
の
様
々
な
資
源
を
活
か
し
な
が
ら
取
り
組
む
（
厚
生
労
働
省2017

：	2

）。

今
で
は
も
う
、
連
帯
は
「
社
会
的
な
も
の
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
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い
っ
ぽ
う
で
、「
地
域
共
生
社
会
」
の
よ
う
な
思
考
は
、
一
般
社
会
で
も
語
ら
れ
て
い
る
。
昔
は
日
本
で
は
大
家
族
が
当
た
り
前
で
、

に
ぎ
や
か
に
暮
ら
し
、
ご
近
所
と
助
け
合
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
た
、
戦
後
、
経
済
成
長
を
と
げ
、
物
質
的
に
は
豊
か
に
な
っ
た
も
の

の
、
失
っ
た
も
の
は
大
き
か
っ
た
、
し
か
し
、
私
た
ち
は
相
互
扶
助
の
文
化
を
も
っ
て
い
た
、
最
近
で
は
他
の
先
進
国
で
も
「
参
加
」

や
「
参
画
」
は
重
視
さ
れ
て
い
る
、
日
本
人
の
な
か
に
は
相
互
扶
助
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
「
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
」「
絆
」
を
取
り
戻
そ
う
、
云
々
。
し
か
し
な
が
ら
、
歪
曲
さ
れ
た
「
社
会
的
な
も
の
」
や
社
会
連
帯
の
理
解
と
、「
参
加
」
の
食

べ
合
わ
せ
は
至
極
悪
い
と
考
え
て
い
る
。

二
〇
一
四
年
に
採
択
さ
れ
た
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
グ
ロ
ー
バ
ル
定
義
」
で
は
、
地
域
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
自
発
的
な
取
組
」

は
重
視
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
定
義
に
新
し
く
盛
り
込
ま
れ
た
「
社
会
開
発
」
や
「
社
会
的
結
束
」（
第
五
章
）
で
あ
る
。
ま
た

「
地
域
・
民
族
固
有
の
知
（indigenous	know

ledge

：
本
書
で
は
、
在
来
知
と
表
記
す
る
）」（
第
一
章
）
と
い
う
言
葉
は
、
近
代
化
以
前

の
相
互
扶
助
的
な
営
み
な
ど
も
一
つ
の
知
と
し
て
尊
重
す
る
も
の
だ
。
一
見
、
こ
の
新
定
義
は
、
日
本
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
領
域
独

特
の
「
自
助
と
公
助
に
加
え
て
互
助
（
あ
る
い
は
共
助
）」
か
ら
成
る
「
社
会
的
な
も
の
」
に
お
墨
付
き
を
与
え
る
よ
う
な
気
も
す
る
。

こ
の
理
解
は
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
間
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
福
祉
行
政
や
社
会
福
祉
学
に
お
け
る
エ
キ
セ
ン
ト
リ

ッ
ク
な
「
社
会
的
な
も
の
」
や
社
会
連
帯
の
理
解
の
ま
ま
、
こ
の
先
も
、
や
り
過
ご
し
て
い
い
の
か
。

各
章
の
概
要

近
代
的
な
専
門
家
像
が
設
計
さ
れ
た
一
九
世
紀
末
に
比
べ
る
と
、
現
在
の
情
報
環
境
は
格
段
に
恵
ま
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
環
境
は
、
専
門
家
と
素
人
の
非
対
称
性
を
改
善
す
る
と
い
う
意
味
で
は
理
想
的
な
も
の
で
あ
る
一
方
、
専
門
知
へ
の
ア
ク
セ
ス

の
優
位
性
が
専
門
家
の
専
門
性
を
支
え
る
と
い
う
前
提
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
時
代
、
一
般
の
人
々
も
専
門
家
を
離
れ
た
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専
門
知
と
日
々
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
る
が
、
ど
の
よ
う
に
専
門
家
や
専
門
知
と
接
し
た
ら
い
い
か
。
こ
れ
に
加
え
て
、
日
本
の
福
祉

行
政
や
社
会
福
祉
学
は
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
に
「
社
会
的
な
も
の
」
や
社
会
連
帯
を
理
解
し
て
い
る
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
蓋
を

し
た
ま
ま
、
人
口
が
減
少
し
ゆ
く
社
会
を
乗
り
切
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
グ
ロ
ー
バ
ル
定
義
に
あ
る
鍵
概
念
の
理
念
や
原
理
、
そ
の
論
拠
と
な
る
思
想
や
歴
史
的
な
背
景
な

ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
在
来
知
、
植
民
地
主
義
、

多
様
性
、
社
会
的
結
束
、
現
地
化
を
選
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
新
た
に
定
義
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
以
前
に
比
べ
て

重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
新
定
義
に
お
い
て
「
在
来
知
＝
地
域
・
民
族
固
有
の
知
」
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
固
有
の
理
論
や
そ
の
他
の
人
間

諸
科
学
の
理
論
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
論
拠
と
し
て
い
た
知
と
同
等
の
も
の
と
明
記
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
他
の
学
問
分

野
に
お
け
る
在
来
知
に
関
わ
る
議
論
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
を
明
示
す
る
。
新
定
義
に
お
け

る
知
の
あ
り
方
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
に
お
け
る
展
開
の
可
能
性
を
探
る
。

第
二
章
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
グ
ロ
ー
バ
ル
定
義
の
注
釈
部
分
で
明
記
さ
れ
た
、
過
去
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
い
て
顕

著
だ
っ
た
植
民
地
主
義
へ
の
反
省
に
注
目
す
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
先
駆
的
な
事
業
と
さ
れ
る
も
の
の
多
く
が
、
植
民
地
主
義
的

な
メ
タ
フ
ァ
ー
で
お
お
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
思
考
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
、
そ
れ
が
定
着
し
て
い
っ
た
痕
跡
を
あ
げ
た
い
。

第
三
章
で
は
、
第
二
章
で
取
り
扱
っ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
植
民
地
主
義
が
貧
民
救
済
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
必
要
性
を
喚
起

し
た
側
面
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
事
象
と
し
て
、
米
騒
動
の
前
後
の
時
期
に
大
阪
を
中
心
に
高
ま
っ
た
動
物
愛
護
運
動
と
方
面
委

員
制
度
の
創
立
を
取
り
上
げ
る
。

第
四
章
で
は
、「
多
様
性
（diversity

）
の
尊
重
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
語
源
や
歴
史
的
経
緯
、
思
想
的
背
景
を
整
理
し
た
後
、
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多
様
な
属
性
を
も
つ
人
々
を
抑
圧
す
る
社
会
構
造
を
批
判
的
に
分
析
で
き
る
知
識
と
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
配
慮
が
で
き
る
能
力
を
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
五
章
で
は
、
新
定
義
に
新
た
に
登
場
し
た
「
社
会
的
結
束
（social	cohesion

）」
に
焦
点
を
当
て
る
。
国
や
国
際
機
関
、
そ
し
て

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
語
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
と
背
景
を
概
観
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
社
会
的
結

束
の
概
念
に
は
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
の
社
会
統
制
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
新
定
義
に
お
け
る
他
の
価
値
や
概
念
と

矛
盾
し
な
い
か
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
事
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

第
六
章
で
は
、
二
〇
一
四
年
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
グ
ロ
ー
バ
ル
定
義
以
降
の
日
本
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
問
う
べ
く
、

現
地
化
の
定
義
や
日
本
内
外
の
現
地
化
に
関
す
る
議
論
を
概
観
し
、
今
後
の
日
本
の
実
践
や
研
究
で
現
地
化
と
い
う
考
え
を
ど
の
よ
う

に
活
か
し
た
ら
い
い
か
検
証
す
る
。

終
章
で
は
、
社
会
保
障
領
域
の
み
な
ら
ず
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
存
在
し
て
き
た
「
ア
ン
ペ
イ
ド
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ワ
ー
ク
」

に
つ
い
て
言
及
し
た
。
こ
れ
は
、
市
場
経
済
の
外
で
行
わ
れ
る
ア
ン
ペ
イ
ド
・
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
か
つ
公
的
な
業
務
を
遂
行
す
る
仕
事

を
指
す
。
日
本
で
は
在
来
知
の
影
響
を
受
け
て
、
現
在
ま
で
存
続
し
て
き
た
も
の
の
、
弱
体
化
し
て
き
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。「
社

会
的
な
も
の
」
に
か
け
ら
れ
た
マ
ジ
ッ
ク
を
解
く
べ
く
、
そ
の
「
弱
体
化
」
の
背
景
を
検
討
し
、
そ
の
問
題
点
を
考
察
す
る
。

（
1	
）　

日
本
社
会
福
祉
士
会
は
、
社
会
福
祉
士
をCertified	Social	W

orker

と
英
訳
し
て
い
る
。


