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自律性とオランダ社会

根本　孝　明治大学　経営学部教授

「
自
律
」へ
の
関
心
の
高
ま
り

　「
自
律
」は
日
本
に
お
い
て
も
21
世
紀
初
頭
の

１
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
研
究
所
の
調
査
に

よ
れ
ば
、「
自
律
」
と
い
う
言
葉
が
日
本
の
主
要

全
国
紙
７
紙
に
登
場
し
た
頻
度
は
１
９
８
５
年

に
90
件
だ
っ
た
の
が
、２
０
０
０
年
に
は
３
６

３
件
と
４
倍
を
越
え
て
い
る
。
こ
の
増
加
の
勢

い
は
、「
自
律
」
へ
の
注
目
度
に
対
す
る
１
つ
の

照
査
と
い
え
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
自
立

（In
d
epen

d
en
ce

）」
は
独
立
、
自
活
を
意
味

す
る
が
、
こ
こ
で
の
焦
点
で
あ
る
「
自
律

（A
uton

om
y

）」
は
自
治
で
あ
り
、
自
主
性
に

主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
自
律
、
自
律
性
に
は
多
様
な

側
面
、
多
様
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
シ
ス
テ
ム
論
、

そ
し
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
論
、
さ
ら
に
ビ
ジ
ネ

ス
の
中
で
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る｢

自
律
型
社

員｣

と
い
う
３
つ
の
側
面
か
ら
「
自
律
性
」
の
意

味
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の

議
論
を
通
じ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

研
究
所
の
考
え
る
未
来
社
会
、
す
な
わ
ち
「
自

律
社
会
」
を
構
成
す
る
「
自
律
性
」
と
「
関
係

性
」
と
い
う
２
つ
の
軸
、
そ
し
て
二
軸
が
作
り

出
す
４
つ
の
次
元
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
さ
ら
に
、
オ
ラ
ン
ダ
社
会
を
見
る
場
合
「
自

律
性
」
と
並
ん
で
「
寛
容
性
」
が
古
く
か
ら
重

要
な
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、「
寛
容
性
」
す
な
わ
ち
「
ダ
ッ
チ
・
ト
レ
ラ

ン
ス
」
と
は
何
か
、
そ
の
基
盤
に
あ
る
エ
ラ
ス

ミ
ア
ニ
ズ
ム
お
よ
び
自
律
性
と
の
関
連
に
つ
い

て
も
考
察
す
る
。

　
そ
う
し
た
概
念
的
検
討
を
重
ね
た
後
、
現
実

の
オ
ラ
ン
ダ
社
会
に
つ
い
て
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
、
す
な
わ
ち
幼
児･

学
童
期
、
ヤ
ン
グ
期
、
ミ

ド
ル
期
、
高
齢
期
の
四
期
ご
と
に
概
観
し
、
自

律
的
生
活
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
自
律
性
」の
諸
側
面

　
自
律
性
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な

側
面
で
議
論
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

「
シ
ス
テ
ム
論
」、
そ
し
て
「
動
機
づ
け
論
」
に

お
け
る
動
向
を
概
括
し
、
さ
ら
に
ビ
ジ
ネ
ス
界

で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
期
待
さ
れ
る
人
間

像
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
は
シ
ス
テ
ム
論
に
お
け
る
自
律
性
の
問

題
で
あ
る
。
高
度
産
業
社
会
は
規
格
化
、
巨
大

化
、
集
中
化
、
集
権
化
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ

て
き
た
が
、
そ
れ
は
１
９
７
０
年
代
に
入
り
、

画
一
化
、
硬
直
化
、
官
僚
化
と
い
っ
た
弊
害
を

も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
公
害
は
、

生
物
・
人
類
・
地
球
の
存
在
を
脅
か
す
地
球
環

境
破
壊
と
し
て
の
認
識
が
高
ま
っ
た
。
そ
こ
か

ら
「
集
中
よ
り
は
分
散
」「
管
理
よ
り
自
律
」
と

キーノート

未来社会に向けて「自律」が求められる今日、それはさまざまに議論されている。
その自律をシステム論、モチベーション論、人材論の面から整理すると、
HRIの追求する自律社会が「自律性」と「関係性」をベースにしていることがみえてくる。
ここでは、自律性と関係性の高いオランダを自律社会として考察することで、自律社会の要素を抽出する。
オランダでの自律性と関係性が、ライフステージことに変化している様子が明らかになる。
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い
う
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
が
生
じ
て

き
た
の
で
あ
る
。
生
物
の
生
命
活
動
に
つ
い
て

も
、
生
態
系
の
自
律
・
分
散
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
自
律･

分
散
シ
ス
テ
ム
は｢

シ
ス
テ
ム
全
体
を
統
合
す

る
管
理
機
構
を
も
た
ず
、
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す

る
各
要
素
（
個
・
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
）
が
自
律
的

に
行
動
し
な
が
ら
、
協
調･

競
合
的
に
相
互
作

用
し
あ
い
、
全
体
と
し
て
任
務
を
達
成
す
る

（
秩
序
を
形
成
ま
た
は
維
持
す
る
）
シ
ス
テ
ム

（
伊
藤
　
１
９
９
５
、
49
頁
）｣

と
い
わ
れ
て
い

る
。

　
シ
ス
テ
ム
論
に
お
け
る
「
個
の
自
律
」
と
は

個
の
主
体
的
行
動
、
す
な
わ
ち
認
知･

評
価･

行

動
の
完
結
的
な
い
し
は
自
己
充
足
的
な
行
動
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
個
が
全
体
の
情
報
を

保
有
し
、
相
似
的
な
構
造
（
フ
ラ
ク
タ
ル
構
造
）

を
持
つ
ホ
ロ
ン
（
全
体
子
）
と
し
て
存
在
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
相
互
に
柔
軟
で
か
つ
多
様

な
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
環
境
変

化
に
対
し
て
相
互
作
用
を
起
こ
し
て
は
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
秩
序
を
形
成
し
、
変
化
に
適
応
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
個
の
自
律
」
に

は
自
己
組
織
化
過
程
が
内
在
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
情
報
シ
ス
テ
ム
、
生
産
シ
ス
テ

ム
さ
ら
に
は
組
織
・
社
会
シ
ス
テ
ム
に
も
適
用

さ
れ
、
今
や
多
様
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
自
律
・

分
散
シ
ス
テ
ム
を
目
指
す
自
律
性
が
増
大
し
、

分
散
性
の
拡
充
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
第
二
の
ミ
ク
ロ
な
視
点
で
も
、
自
律
性
を
重

視
す
る
傾
向
が
進
展
し
て
き
て
い
る
。
す
な
わ

ち
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
自
律
性
、
主
体

性
に
着
目
し
た
「
自
律
的
動
機
づ
け
」
論
で
あ

る
（
速
水
　
１
９
９
８
）。「
自
律
的
動
機
づ
け
」

の
基
礎
は
、
デ
シ
が
提
示
し
た
こ
と
で
よ
く
知

ら
れ
る
内
発
的
動
機
づ
け
に
あ
る
。
デ
シ
は
、

外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
報
酬
に
よ
る
外
発
的
動

機
づ
け
に
対
し
て
、
行
動
そ
の
も
の
を
目
的
と

し
、
自
ら
主
体
的
に
行
動
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ

る
こ
と
を
内
発
的
動
機
づ
け
と
し
て
区
別
し
て

い
る
。
特
に
、
自
己
決
定
（
自
ら
の
選
択
・
決

定
）
が
重
要
で
あ
り
、
有
能
感
（
や
れ
ば
で
き

る
と
い
う
自
信
）が
わ
れ
わ
れ
の
意
志
力（W

ill

P
o
w
e
r

）
を
左
右
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ

る
。
デ
シ
も
と
り
わ
け
自
己
決
定
を
重
視
し
た

が
、
最
近
で
は
そ
の
よ
う
な
自
律
性
を
重
視
し

た
「
自
律
的
動
機
づ
け
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

が
登
場
し
て
き
て
い
る
（
速
水
　
１
９
９
８
）。

　
そ
し
て
第
三
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
に
お
い
て

「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
と
し
て
注
目
さ
れ
る

「
自
律
型
社
員
」
モ
デ
ル
に
つ
い
て
で
あ
る
。
自

律
型
社
員
の
意
味
す
る
も
の
は
企
業
に
よ
っ
て

多
様
で
あ
る
が
、｢

自
ら
考
え
、
自
ら
行
動｣

す

る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、｢

自
己
責
任｣

が
問
わ
れ

る
点
は
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
特

に
、｢

能
力
開
発
、
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
の
自
己

責
任｣

が
強
調
さ
れ
、｢

自
己
を
高
め
て
い
く
意

志
や
意
欲｣

が
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自

律
性
の
高
い
人
材
に
、
よ
り
良
い
学
習
の
機
会

を
提
供
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
自
主
性
、
主
体
を
重
ん
じ
た
選
択
型
研
修

の
重
視
で
あ
り
、
多
く
の
企
業
が
自
己
啓
発
の

拡
充
、
自
主
的
な
学
習
風
土
を
目
標
と
し
て
掲

げ
て
い
る
。

　
必
ず
し
も
「
自
律
型
社
員
」
と
い
う
名
称
は

付
し
て
い
な
い
が
、
企
業
の
期
待
す
る
社
員
像

に
つ
い
て
い
く
つ
か
み
て
み
よ
う
。「
従
業
員

一
人
ひ
と
り
は
、
入
社
か
ら
定
年
退
職
ま
で
高

い
目
標
と
意
志
を
持
っ
て
や
る
気
を
継
続
し
、

定
年
退
職
ま
で
一
貫
し
て
能
力
向
上
と
業
績
達

成
を
目
指
す
こ
と
を
期
待
す
る
」「
①
挑
戦
意

欲
を
も
ち
続
け
る
人
材
　
②
高
い
専
門
性
を
持

つ
人
材
　
③
国
際
感
覚
豊
か
な
人
材
　
④
協
働

に
よ
り
高
い
成
果
を
生
み
出
す
人
材
　
⑤
倫
理

観
に
富
む
人
材
」、
そ
し
て
社
員
像
十
訓
と
し

て
「
①
発
想
を
転
換
せ
よ
　
②
『
外
』
へ
目
を

む
け
よ
　
③
挑
戦
せ
よ
、
そ
し
て
行
動
せ
よ
　

④
変
化
を
先
取
り
し
、
創
造
的
破
壊
を
せ
よ
　

⑤
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
作
れ
　
⑥
日
の
仕
事
に

『
近
代
兵
器
』
を
使
え
　
⑦
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
Ｓ
Ｅ
を
目
指
し
、
公
的
資
格
を
取
れ
　
⑧

常
に
自
分
の
意
見
を
も
ち
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
発
揮
せ
よ
　
⑨
第
三
者
が
見
た
と
き
に
お
か

し
な
行
動
を
と
る
な
　
⑩
品
質
向
上
に
努
力
せ

よ
」
な
ど
、
具
体
的
行
動
モ
デ
ル
を
示
す
企
業

も
少
な
く
な
い
（
企
業
と
人
材
編
集
部
　
２
０

０
２
）。
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自
律
社
会
の
２
つ
の
次
元

「
自
律
性
」と「
関
係
性
」

　
自
律
の
概
念
は
、
哲
学
や
政
治
学
の
分
野
で

古
く
か
ら
議
論
さ
れ
、
ミ
ル
の
自
由
論
や
カ
ン

ト
の
所
論
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き

る
。
カ
ン
ト
は
、
自
律
と
は
意
志
の
外
に
あ
る

欲
求
や
傾
向
性
、
他
人
の
支
持
と
い
っ
た
も
の

に
基
づ
か
な
い
意
志
の
性
質
で
あ
り
、
自
分
で

に
い
え
ば
、｢

自
分
の
行
為
を
介
し
て
自
分
の
行

動
ル
ー
ル
が
相
手
の
行
動
ル
ー
ル
の
選
択･

決

定
に
影
響
を
与
え
、
同
時
に
相
手
の
行
為
を
介

し
て
相
手
の
行
動
ル
ー
ル
が
自
分
の
行
動
ル
ー

ル
の
選
択･

決
定
に
影
響
を
与
え
る
と
い
っ
た

よ
う
に
、
お
互
い
に
自
分
の
行
動
ル
ー
ル
が
身

体
的
行
為
を
介
し
て
相
手
の
行
動
ル
ー
ル
の
帰

属
要
因
と
な
っ
て
い
る
状
況
（
牧
野
　
２
０
０

２
、
１
６
７
頁
）｣

と
説
明
で
き
、
自
律
的
動
機

づ
け
論
に
お
い
て
は｢

親
密
な
人
間
関
係｣

や

｢

ふ
れ
あ
い｣

「
支
援
」
と
規
定
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
関
係
性
と
は｢

動
機
や
行
動
に
相
互
影

響
を
与
え
る
親
密
な
人
間
関
係
や
協
働
関
係｣

で
あ
り
、
先
に
見
た
自
己
決
定
、
有
能
感
を
基

礎
と
す
る
自
律
性
と
も
相
互
作
用
す
る
の
で

あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
未
来
社
会
モ
デ
ル
と
し
て
自
律

社
会
の
考
察
を
試
み
る
が
、
そ
れ
に
は
こ
れ
ま

で
取
り
上
げ
て
き
た
「
自
律
性
」、
そ
し
て
「
関

係
性
」
と
い
う
概
念
が
必
須
と
い
え
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
２
つ
の
軸
を
使
い
、
自
律
社
会
と
し

て
の
オ
ラ
ン
ダ
社
会
を
考
察
す
る
。
自
律
性
と

関
係
性
の
高
い
社
会
を「
自
律
社
会
」と
し
、そ

の
特
性
を
オ
ラ
ン
ダ
社
会
か
ら
抽
出
し
よ
う
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
図
表
１
は
、
縦
軸
に
自
律
性
、
横
軸
に
関
係

性
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
伝
統
的
な

日
本
社
会
と
ア
メ
リ
カ
社
会
を
思
い
切
っ
て
位

置
づ
け
て
み
る
と
、
日
本
社
会
は
親
密
的
な
人

図表1　自律社会における自律性と関係性

作
っ
た
法
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
理
性
的
存
在

に
よ
る
意
志
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
緒
論
の
検
討
を
重
ね
、
メ
ン
ダ
ス
は
自
律

性
の
概
念
を
３
つ
に
規
定
し
、「
自
由
（
自
己
決

定
に
よ
る
行
為
）」「
理
性
（
理
性
的
で
自
由
な

選
択
者
に
よ
る
）」「
自
己
規
定
（
自
分
が
従
う

法
則
を
自
ら
産
出
、
指
定
す
る
）」
と
提
示
し
て

い
る
。
理
性
的
な
自
己
が
自
ら
の
法
則
に
よ
っ

て
自
己
決
定
す
る
こ
と
が
、
自
律
性
と
し
て
き

わ
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
（M

en
dus

　
１
９

８
９
）。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
自
律
社
会
は
こ

の
よ
う
な
自
律
性
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
先
の
自
律
分
散
シ
ス
テ
ム
論
に
お

い
て
も
、
個
の
自
律
性
と
そ
こ
に
内
在
す
る
自

己
組
織
化
に
は
、
個
と
個
の
相
互
作
用
、
そ
れ

を
規
定
す
る
メ
タ
ル
ー
ル
の
存
在
が
前
提
と
さ

れ
て
い
る
。
自
律
型
社
員
像
に
お
い
て
は
全
体

目
標
へ
の
貢
献
や
責
任
、
そ
し
て
協
働
が
強
調

さ
れ
、
自
律
的
動
機
づ
け
と
し
て
は
そ
の
生
成

条
件
、
あ
る
い
は
促
進
の
必
須
条
件
と
し
て

「
関
係
性
（R

elated
n
ess

）」
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
互
い
に
承
認
し
、
心
の
通
い

合
っ
た｢

親
密
な
人
間
関
係｣｢

ふ
れ
あ
い｣

、
さ

ら
に
は
「
支
援
」
こ
そ
が
、
自
律
的
な
動
機
づ

け
を
促
進
し
、
自
分
自
身
を
ど
の
よ
う
に
生
か

す
か
に
大
き
く
影
響
す
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る

（
速
水
　
１
９
９
８
、
１
２
４
〜
１
４
３
頁
）。

　
ま
た
、
関
係
性
は
自
律
分
散
シ
ス
テ
ム
論
的

T.NEMOTO(2002)
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間
関
係
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
り
、
自
律
性
の

低
い「
調
和
社
会
」と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。一

方
、
ア
メ
リ
カ
は
自
律
性
が
き
わ
め
て
高
く
、

関
係
性
の
希
薄
な
「
独
立
社
会
」
と
し
て
ポ
ジ

シ
ョ
ニ
ン
グ
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
わ
が
国
で

も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
さ
ら
に
は
オ
ラ
ン
ダ
に
お

い
て
も
部
分
的
な
「
孤
立
社
会
」
と
い
う
も
の

が
存
在
し
、
そ
の
拡
大
が
問
題
視
さ
れ
て
い

る
。
わ
が
国
で
は
、
会
社
依
存
的
な｢

会
社
人

間｣

や
両
親
依
存
の｢

パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ

ル｣

に
疑
問
が
投
じ
ら
れ
、「
自
律
型
人
間
へ
の

転
換
」「
自
律
社
会
へ
の
転
換
」
が
希
求
さ
れ
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
か

ら
Ｄ
Ｉ
Ｗ
Ｋ
Ｓ
、
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ー
の

復
権
、
そ
し
て
職
場
共
同
体
の
構
築
と
い
っ
た

自
律
社
会
へ
の
進
化
が
目
標
と
な
っ
て
き
て
い

自
律
社
会 

オ
ラ
ン
ダ
の「
寛
容
性
」

エ
ラ
ス
ミ
ア
ニ
ズ
ム
に
通
じ
る

ダ
ッ
チ
・
ト
レ
ラ
ン
ス

　
オ
ラ
ン
ダ
の
社
会
や
文
化
、
あ
る
い
は
オ
ラ

ン
ダ
人
の
気
質
を
語
る
と
き
に
、
自
他
共
に
重

視
し
て
い
る
の
が
「
寛
容(T

oleran
ce)

」「
寛

容
の
精
神
」
で
あ
る
。
寛
容
さ
は
、
た
と
え
ば

宗
教
革
命
に
お
い
て
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
を
中
心
と

す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
支
配
勢
力
と
な
っ
た

際
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
な

く
そ
の
活
動
が
大
目
に
み
ら
れ
た
こ
と
や
、
ナ

チ
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
中
で
彼
ら
を
か
く
ま
っ

た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
日
で
は
ソ

フ
ト
ド
ラ
ッ
グ
が
喫
茶
店
で
楽
し
め
る
こ
と

や
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
「
飾
り
窓
」
で
有
名

な
公
的
売
春
の
制
限
付
き
認
可
が
そ
の
証
と
さ

れ
て
い
る
（van

 d
er H

orst

　
１
９
９
６
）。

そ
れ
は
「
ダ
ッ
チ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
（D

u
tc
h

T
oleran

ce
）」
と
も
呼
ば
れ
、
伝
統
的
な
「
エ

ラ
ス
ミ
ア
ニ
ズ
ム
（E

rasm
ian
ism
 : 

エ
ラ
ス

ム
ス
主
義
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
精
神
）」
な
ど
と
呼

ば
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
（M

o
u
t

　
１
９

９
７
）。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
15
世
紀
の
宗
教
改
革
の
時
代

る
。
そ
れ
ぞ
れ
目
指
す
内
容
は
異
な
る
も
の
の

「
自
律
社
会
」
を
模
索
し
て
い
る
の
が
現
代
の

姿
と
い
え
よ
う
。

に
活
躍
し
た
神
学
者
で
あ
り
思
想
家
で
あ
る
。

「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
（
ユ
マ
ニ
ス
ト : 

人
文
主

義
者
）の
王
者
」「
知
識
人
の
王
者
」と
い
わ
れ
、

宗
教
革
命
論
争
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ル
タ
ー
が

「
行
動
の
人
」
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
エ
ラ

ス
ム
ス
は
「
書
斎
の
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
エ
ラ
ス
ム
ス
の
思
想
の
基
本
に
つ
い
て
、
多

く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
「
謙
譲
・

敬
虔
」「
清
潔
」「
平
和
」「
寛
容
」「
一
致
」「
穏

和
」「
中
庸
」「
実
質
」
な
ど
の
思
想
で
あ
る
。
人

間
の
「
善
」
と
「
自
由
」
を
信
じ
、
心
身
の
清

潔
さ
を
求
め
、
極
端
よ
り
中
庸
、
過
激
よ
り
穏

和
を
愛
し
、
対
立
よ
り
も
寛
容
や
一
致
を
実
践

し
た
（
二
宮
　
１
９
８
４
、
斉
藤
　
１
９
８

１
）。
オ
ラ
ン
ダ
が
生
み
出
し
た
そ
の
精
神
は

今
日
ま
で
育
ま
れ
、社
会
的
対
話
、ネ
オ
・
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
、
連
立
政
権
の
源
流
と
も
さ
れ

て
い
る
。

　
15
世
紀
と
現
在
を
つ
な
ぐ
も
う
１
人
が
、ホ

イ
ジ
ン
ガ
ー
（
１
８
７
２
〜
１
９
４
５
年
）
で

あ
る
。
大
文
化
史
家
、
歴
史
学
者
で
あ
る
ホ
イ

ジ
ン
ガ
ー
は
『
中
世
の
秋
』『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン

ス
』
の
代
表
作
を
残
し
、「
知
の
巨
人
」
と
い
わ

れ
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
精
神

が
後
生
の
オ
ラ
ン
ダ
社
会
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
著
『
エ
ラ
ス

ム
ス
』
の
中
で
「
い
か
な
る
国
家
の
歴
史
よ
り
、

遥
か
に
流
血
の
少
な
い
、
残
忍
さ
の
少
な
い
も

の
で
あ
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
が
こ
の
よ
う
な
性
格
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オ
ラ
ン
ダ
人
の

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

「
自
律
性
」と「
関
係
性
」の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

　
オ
ラ
ン
ダ
社
会
を
自
律
社
会
と
し
て
と
ら
え

る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
特
徴
を
抽
出
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
現
象
的
観
察
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
え
て
恐
れ
ず
に
、
思

い
切
っ
て
い
く
つ
か
の
観
察
事
実
や
、
先
行
調

査
研
究
の
デ
ー
タ
を
紹
介
す
る
。
幼
児
・
学
童

期
（
15
歳
ま
で
）、
ヤ
ン
グ
期
（
20
歳
代
）、
ミ

ド
ル
期（
30
〜
40
歳
代
）、高
齢
期（
50
歳
以
上
）

と
い
う
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
ご
と
に
、
自
律
社
会

と
し
て
の
オ
ラ
ン
ダ
の
特
徴
を
さ
ぐ
る
こ
と
に

し
た
い
。（
図
表
２
）

幼
児･

学
童
期

自
律
授
乳
　

　
出
産
は
文
化
に
よ
り
大
き
く
異
な
る
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
自
宅
出
産
が
30

％
を
超
え
て
い
る
（
約
半
数
と
い
う
統
計
も
み

ら
れ
る
）。
病
院
で
出
産
す
る
場
合
も
、
で
き
る

だ
け
早
く
自
宅
へ
戻
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い

る
。
自
宅
で
産
み
、
育
て
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

家
族
と
と
も
に
育
む
と
い
う
考
え
方
が
強
く
現

を
ま
さ
に
オ
ラ
ン
ダ
的
と
し
て
賛
美
し
た
の
は

理
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

れ
を
ま
た
エ
ラ
ス
ム
ス
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

よ
う
。
す
な
わ
ち
温
厚
、
親
切
、
節
度
、
全
体

的
に
ゆ
き
わ
た
っ
た
穏
健
な
教
養
（H

uizin
ga

１
９
６
５
、
２
０
３
頁
）」
と
述
べ
、
エ
ラ
ス
ム

ス
の
思
想
と
オ
ラ
ン
ダ
人
の
精
神
と
が
表
裏
一

体
で
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
「
オ
ラ
ン
ダ
精
神
の
祖
」

で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
越
え
、
オ
ラ
ン
ダ
社
会

の
精
神
と
い
わ
れ
る
「
ダ
ッ
チ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
」

で
あ
る
が
、
現
在
オ
ラ
ン
ダ
に
駐
在
す
る
日
本

人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
か
ら
は
戸
惑
い
の
声
や
、
時

に
は
批
判
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
日
本

人
駐
在
員
の
間
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
「
自
己

主
張
が
強
い
」「
や
た
ら
と
文
句
を
言
う
」

「
言
っ
て
駄
目
も
と
精
神
が
強
い
」
な
ど
と
い

う
感
じ
が
あ
り
、「
寛
容
な
ん
て
と
ん
で
も
な

い
」
と
い
う
声
が
強
い
の
で
あ
る
。
在
蘭
日
本

商
工
会
議
所
の
機
関
誌
『
か
わ
ら
版
』
で
も
、

時
々
こ
の
ダ
ッ
チ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
の
問
題
が

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
１
９
９
８
年
に
欧
州
日
産
の
松
村
炬
雄
氏

が
「D

utch T
oleran

ce

」
と
題
す
る
エ
ッ
セ

イ
を
投
稿
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
松
村
氏
は
、

日
本
人
的
寛
容
と
オ
ラ
ン
ダ
人
的
寛
容
を
次
の

よ
う
に
区
分
し
て
い
る
。
日
本
人
的
寛
容
と
は

「
ア
レ
コ
レ
言
わ
ず
に
相
手
の
主
張
を
ス
ッ
ポ

リ
飲
み
込
む
こ
と
」「
個
人
の
生
活
を
脅
か
さ

な
い
限
り
、
あ
る
い
は
自
分
と
関
り
の
少
な
い

こ
と
に
は
寛
大
」「
言
い
た
い
事
も
言
わ
ず
に
、

大
勢
に
従
う
こ
と
」
で
あ
り
、
他
方
、
オ
ラ
ン
ダ

的
寛
容
は
「
ダ
イ
レ
ク
ト
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
相

手
に
自
分
の
意
図
を
伝
え
て
合
意
点
を
見
つ
け
、

合
意
点
に
近
づ
い
た
地
点
で
寛
大
に
な
る
」「
専

門
外
で
も
と
に
か
く
意
見
を
述
べ
て
会
議
に
貢

献
し
、
他
者
は
そ
れ
を
尊
重
し
な
が
ら
合
意
形

成
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
」
と
し
て
い
る
。
い
わ

ば
日
本
型
は
消
極
的
寛
容
、
オ
ラ
ン
ダ
型
は
積

極
的
寛
容
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　「
寛
容
」
の
概
念
は
、
政
治
思
想
論
で
も
専
門

家
が
長
年
研
究
を
続
け
て
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ

で
あ
る
。
広
辞
苑
で
は
「
寛
大
で
、
よ
く
人
を

ゆ
る
し
受
け
入
れ
る
こ
と
。
咎
め
立
て
し
な
い

こ
と
」、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
は
「
認

め
ら
れ
な
い
も
の
を
寛
大
に
取
り
扱
っ
た
り
、

許
し
た
り
す
る
行
為
や
実
践
」
と
解
説
し
て
い

る
。
日
本
語
は
意
識
的
、
受
動
的
な
も
の
と
解

釈
し
、
英
語
で
は
行
動
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
。
寛
容
の
ス
タ
ー
ト
は
受
け
止
め
る
こ
と

で
あ
り
、
日
本
は
そ
こ
か
ら
干
渉
し
な
い
、
さ

ら
に
は
無
視
へ
展
開
す
る
消
極
的
、
意
識
的
寛

容
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
洋
で
は
、
受
け

止
め
る
か
ら
受
け
入
れ
る
（
容
認
）、
そ
し
て
支

援
、
援
助
す
る
積
極
的
、
行
動
的
寛
容
と
い
え

よ
う
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
ク
大
学
メ
ン
ダ
ス
政
治
哲

学
教
授
（
１
９
８
９
）
は
、
見
事
に
寛
容
の
課

題
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
を
も
と
に
私
見
を

要
約
す
れ
ば
、
寛
容
は
ま
ず
多
様
性
が
存
在
す

る
環
境
で
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
否
認
・
嫌
悪

感
、
憎
悪
が
生
ず
る
場
合
に
求
め
ら
れ
る
。
そ

れ
は
宗
教
的
、
人
種
的
、
道
徳
的
問
題
で
あ
っ

た
り
す
る
が
、
基
本
的
に
は
自
律
的
に
行
動
す

る
人
格
の
尊
重
が
根
幹
に
あ
る
。
し
か
し
、
日

本
の
消
極
的
寛
容
が
不
干
渉
、
無
視
か
ら
疎
外

へ
と
向
か
う
危
険
性
を
も
つ
よ
う
に
、
西
洋
の

積
極
的
寛
容
も
、
支
援
し
育
成
す
る
こ
と
が
自

律
性
に
影
響
を
与
え
、
侵
害
、
支
配
に
つ
な
が

る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち

ら
の
寛
容
も
そ
れ
ぞ
れ
に
限
界
を
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
オ
ラ
ン
ダ
的
寛
容
さ
は
そ
の
限
界
を
超
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
オ
ラ
ン
ダ
人
に
と
っ
て

素
直
に
語
る
こ
と
は
敬
意
、
場
合
に
よ
っ
て
は

好
意
さ
え
表
す
の
で
あ
る
。『
自
分
の
心
に
穴

を
あ
け
る
』
と
い
う
言
い
回
し
が
彼
ら
に
は
あ

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
彼
ら
だ
け
が
外
交
辞
令
を

偽
金
と
し
て
軽
蔑
す
る（H

am
pden

-T
urn
er

an
d
 T
rom
p
en
aars

　
１
９
９
３
、
３
３
９

頁
）」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
日
本
人
に

と
っ
て「
ダ
メ
元
精
神
」と
映
っ
て
し
ま
う
。し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
積
極
的
寛
容
さ
が
１
つ
の

土
台
と
な
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
自
律
社
会
、
そ

し
て
そ
の
も
う
１
つ
の
側
面
で
あ
る
対
話
・
協

調
体
制
を
築
き
、
極
め
て
高
い
関
係
性
を
維
持

し
て
き
た
の
で
あ
る
。「
自
己
主
張
と
寛
容
性

の
両
立
（
数
土
　
２
０
０
１
）」
は
ま
さ
に
「
自

律
性
と
関
係
性
の
両
立
」
に
つ
な
が
る
も
の
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
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週
２
〜
３
回
、
午
前
か
午
後
に
通
う
の
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
各
施
設
に
よ
っ
て
考
え
方
や
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
異
な
る
た
め
、
そ
の
中
か
ら
親
が

選
択
す
る
。
そ
の
後
、
４
歳
に
な
る
と
、
12
歳

ま
で
の
初
等
教
育
（
８
年
間
）
が
始
ま
る
。
義

務
教
育
は
５
歳
か
ら
で
あ
る
が
、
４
歳
か
ら
入

学
さ
せ
る
か
は
自
由
で
あ
る
。
公
立
学
校
（
モ

ン
テ
ッ
ソ
リ
ー
、
ダ
ル
ト
ン
、
イ
エ
ナ
プ
ラ
ン

な
ど
教
育
理
念
に
よ
る
差
異
が
あ
る
）
の
他

に
、
宗
教
や
思
想
別
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ

ソ
リ
ッ
ク
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン

ド
ウ
ー
教
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
な
ど
）
の
学
校
も

あ
り
、
多
様
な
選
択
肢
の
中
か
ら
選
ぶ
こ
と
が

で
き
る
。
ど
の
学
校
も
基
本
的
に
は
試
験
が
な

く
、
申
し
込
み
制
で
、
定
員
を
超
え
る
と
ウ
エ

イ
テ
イ
ン
グ
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
、
入
学
許
可

を
待
つ
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。

　
初
等
教
育
を
終
え
る
と
13
歳
か
ら
中
等
教
育

コ
ー
ス
が
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
コ
ー
ス
の
選
択

が
大
き
な
課
題
と
な
る
。
コ
ー
ス
に
は
Ｖ
Ｗ
Ｏ

（
大
学
進
学
中
等
学
校
６
年
制
）、
Ｈ
Ａ
Ｖ
Ｏ

（
中
級
一
般
学
校
５
年
制
）、
Ｖ
Ｍ
Ｂ
Ｏ
（
Ｍ
Ａ

Ｖ
Ｏ
と
Ｖ
Ｂ
Ｏ
が
一
体
と
な
っ
た
職
業
準
備
学

校
）
の
大
き
く
３
つ
が
あ
り
、
コ
ー
ス
の
選
択

は
、
初
等
教
育
の
最
終
学
年
時
に
行
わ
れ
る
全

国
共
通
学
力
テ
ス
ト
と
日
常
の
成
績
と
を
あ
わ

せ
、
本
人
、
両
親
そ
し
て
学
校
の
三
者
が
話
し

合
っ
て
決
め
る
。
中
等
教
育
の
最
初
の
４
年
間

は
義
務
教
育
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
Ｖ
Ｍ
Ｂ
Ｏ

図表2　各ライフステージにおける自律性、関係性の特徴

れ
て
い
る
。

　
授
乳
、
離
乳
そ
し
て
オ
ム
ツ
は
ず
し
と
い
っ

た
重
要
な
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
も
文
化
の
違
い

が
み
ら
れ
る
。
日
本
で
は
出
生
後
は
新
生
児
室

で
親
や
家
族
と
隔
離
さ
れ
、
最
初
の
授
乳
も
人

工
乳
首
で
人
工
乳
が
決
ま
っ
た
時
間
に
与
え
ら

れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
一
方
、
オ
ラ
ン
ダ

で
は
自
宅
出
産
で
も
病
院
出
産
で
も
最
初
の
授

乳
は
母
親
が
直
接
母
乳
を
与
え
、
そ
の
後
は
乳

児
が
欲
し
が
る
時
に
、
授
乳
す
る
こ
と
が
続
け

ら
れ
る
。
い
つ
ど
れ
だ
け
欲
し
が
る
か
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
乳
児
の
身
体
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
機
械
的
、
画
一
的
な

授
乳
で
は
な
く
、
乳
児
の
欲
す
る
と
き
に
与
え

る
授
乳
法
は
、「
自
律
授
乳
」
法
と
い
わ
れ
て
い

る
（
蘭
蘭
育
児
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
　
２
０
０
０
）。

英
語
で
い
う
とdem

an
d feedin

g

（
泣
い
て

欲
し
が
る
た
び
に
や
る
授
乳
）、
オ
ラ
ン
ダ
語

で
はborstvoedin

g op vraag

、
す
な
わ
ち

直
訳
す
る
と
「
要
求
に
応
じ
た
母
乳
哺
育
」
で
、

そ
れ
が「
自
律
授
乳
」と
名
訳
さ
れ
て
い
る
。ま

さ
に
、
こ
の
自
律
授
乳
と
い
う
姿
勢
に
自
律
社

会
と
し
て
の
オ
ラ
ン
ダ
の
原
点
を
感
じ
る
。
自

律
授
乳
に
始
ま
っ
て
離
乳
も
オ
ム
ツ
は
ず
し

も
、
乳
児
本
人
の
成
長
に
合
わ
せ
て
進
め
ら
れ

る
。
日
本
で
は
離
乳
も
オ
ム
ツ
は
ず
し
も
標
準

的
な
時
期
が
あ
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
強
制
的

に
行
う
こ
と
が
多
い
が
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
親
が

乳
児
の
成
長
と
し
っ
か
り
向
き
合
い
、
乳
児
一

人
ひ
と
り
の
成
長
に
合
わ
せ
て
進
め
る
と
い
う

の
が
標
準
的
な
育
児
法
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
２
〜
３
歳
に
な
る
と
初
等
学
校
の
予
備
段
階

と
し
て
、
義
務
で
は
な
い
が
、「
ピ
ュ
ー
タ
ー
ス

ペ
ー
ル
ザ
ー
ル
（p

eu
tersp

eelza
al : 

幼
児

の
ト
タ
ン
プ
室
の
意
味
）」
が
あ
る
。
他
の
幼
児

と
の
遊
び
を
通
じ
て
、
集
団
生
活
や
関
係
性
の

育
成
を
ね
ら
い
と
す
る
プ
レ
幼
稚
園
で
あ
る
。
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を
選
択
し
、
卒
業
後
、
中
級
職
業
学
校
に
進
ん

で
資
格
を
取
得
し
、
美
容
師
、
看
護
婦
、
警
察

官
と
し
て
の
職
業
生
活
に
入
る
ケ
ー
ス
が
多
い

と
い
わ
れ
て
い
る
（
在
オ
ラ
ン
ダ
日
本
商
工
会

議
所
　
２
０
０
０
）。
Ｖ
Ｗ
Ｏ
コ
ー
ス
卒
業
後

は
大
学
入
学
資
格
が
与
え
ら
れ
、
Ｗ
Ｏ
（
大
学
）

に
進
学
す
る
。
Ｈ
Ａ
Ｖ
Ｏ
コ
ー
ス
の
場
合
は
、

卒
業
後
Ｈ
Ｂ
Ｏ
（
上
級
実
務
教
育
・
実
務
専
門

大
学
校
）
に
進
み
、
教
師
や
技
術
者
な
ど
を
目

指
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
将
来
の
職
業

に
よ
っ
て
教
育
コ
ー
ス
が
区
分
さ
れ
、
そ
の
基

本
的
選
択
は
12
歳
の
時
点
で
行
わ
れ
る
。そ
し

て
、13
歳
以
降
、子
ど
も
た
ち
は
自
律
意
識
を

も
っ
て
学
習
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
乳
幼
児
期
、
学
童
期
の

子
育
て
は
、
家
族
の
強
い
関
係
の
中
で
、
親
の

手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
主
義
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
子
ど

も
の
特
性
に
合
わ
せ
た
自
律
的
選
択
を
、
家
族

が
支
援
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
で
も
不
登
校
児
が
９

％
に
上
昇
す
る
と
い
う
統
計
も
あ
り
、
問
題
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
述
の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア

リ
ン
グ
に
よ
っ
て
育
児
と
仕
事
を
両
立
さ
せ
る

働
き
方
が
定
着
す
る
中
、
育
児
や
介
護
を
夫
婦

間
で
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
す
る
と
い
う
「
ケ
ア
・

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
が
新
た
な
課
題
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。

ヤ
ン
グ
期

18
歳
独
立
と
同
棲

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
親
か
ら
離
れ
て
大
人
に
な

る「
自
立
」の
条
件
と
し
て
次
の
10
項
目
が
指
摘

さ
れ
て
き
て
い
る（
ベ
ラ
ー
ほ
か
　
１
９
８
５
）。

１
　
独
立
独
行
（
安
楽
を
す
て
荒
野
へ
）

２
　
家
を
出
る
（
分
離
と
個
性
化
）

３
　
教
会
を
出
る
（
自
ら
の
信
仰
、
信
念
へ
）

４
　
仕
事
（
コ
ー
リ
ン
グ
）

５
　
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
選
択
（
同
一
価
値
集

　
　
団
）

６
　
自
由
な
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
ー
（
絶
対
的

　
　
自
由
な
自
己
＝
即
興
的
自
己
、
一
瞬
の
自

　
　
己
も
）

７
　
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
（
人
生
）
の
意
味
の
追
求

８
　
愛
と
結
婚

９
　
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と

10
　
社
会
参
加
（
市
民
活
動
、
地
域
活
動
）

　
こ
の
条
件
を
日
本
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、

か
な
り
の
高
齢
に
達
し
な
い
と
大
人
と
し
て
自

立
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

無
宗
教
の
人
が
多
い
日
本
で
は｢

教
会
を
出
る｣

は
該
当
し
に
く
く
、
特
に
「
家
を
出
る
」
が
今

日
の
日
本
で
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。

　
日
本
で
は
パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
、
フ

リ
ー
タ
ー
が
注
目
さ
れ
、
ベ
ラ
ー
の
い
う
「
仕

事
」「
自
由
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」「
ラ
イ
フ

コ
ー
ス
の
意
味
の
追
求
」
が
確
立
さ
れ
ず
に
20

代
、あ
る
い
は
30
代
を
迎
え
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
と
い
う
危
惧
が
あ
る
。

　
一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
は
、
大
人
に
な

る
条
件
が
明
示
さ
れ
た
も
の
は
な
い
が
、
と
り

わ
け｢

２ 

家
を
出
る｣

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
学

校
を
卒
業
し
社
会
人
に
な
れ
ば
自
活
す
る
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
大
学
生
な
ど
も
18
歳
以

降
は
家
を
出
て
、
学
校
の
寮
生
活
、
ル
ー
ム
メ

イ
ト
と
の
共
同
生
活
を
送
る
の
が
極
一
般
的
と

さ
れ
て
い
る
。
週
末
に
は
洗
濯
物
を
抱
え
て
実

家
に
戻
る
と
は
い
う
も
の
の
、
平
日
の
自
活
、

自
立
的
生
活
は
自
然
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
オ
ラ
ン
ダ
の
20
代
も
大
き
な
変
化
を

遂
げ
つ
つ
あ
る
。
日
本
と
同
様
、
オ
ラ
ン
ダ
で

も
現
代
の
20
代
に
は
多
様
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
な

さ
れ
、
た
と
え
ば｢

実
際
的
な
世
代｣｢

保
育
器

世
代｣｢

勝
手
な
世
代｣｢

ナ
ニ
モ
ナ
イ
世
代｣｢

エ

ク
ス
タ
シ
ー
世
代
（
ド
ラ
ッ
グ
世
代
）｣｢

無
関

心
世
代｣

な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。｢

無
関
心
世

代｣｢

新
人
類
世
代｣｢

モ
ラ
ト
リ
ア
ム
世
代｣

な

ど
は
日
本
で
も
使
わ
れ
て
お
り
、
日
本
と
共
通

す
る
特
性
も
見
ら
れ
る
。
中
で
も
、
政
治
的
無

関
心
や
現
実
的
で
身
近
な
生
活
志
向
は
、
豊
か

な
世
代
の
共
通
性
と
い
え
よ
う
。
日
本
と
少
し

異
な
る
こ
と
で
は
、
結
婚
前
の
同
棲
が
あ
げ
ら

れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
婚
前
前
に
そ
の
候
補

者
と
同
棲
し
、
お
互
い
に
共
同
生
活
が
で
き
る

か
を
観
察
、
実
験
す
る
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
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一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
棲
が
一
般
的
で

あ
っ
て
も
、
女
性
の
社
会
進
出
に
よ
っ
て
非
婚

化
が
進
み
、
ま
た
離
婚
率
も
高
ま
っ
て
き
て
い

る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
ヤ
ン
グ
期
と
は
、「
家

を
出
る
」
と
い
っ
た
自
律
性
が
高
ま
る
一
方
、

関
係
性
が
低
下
し
、
孤
立
化
を
強
め
る
時
期
と

も
い
え
る
の
で
あ
る
。

ミ
ド
ル
期

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
と
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

　
現
在
、
日
本
で
は
オ
ラ
ン
ダ
で
普
及
し
て
い

る
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
正
社
員
」
を
中
心
と
す
る

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
高
い
関
心
が
集
ま
っ

て
い
る
。１
９
８
２
年
に
失
業
率
12
％
を
超
え

る
オ
ラ
ン
ダ
病
は
、20
年
に
渡
る
さ
ま
ざ
ま
な

雇
用
政
策
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、「
オ
ラ
ン

ダ
の
奇
跡
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
回
復
し
、
２

０
０
２
年
の
失
業
率
は
２
％
台
と
な
っ
て
い

る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
正
社
員
は
フ
ル
タ
イ
ム
正

社
員
と
均
等
待
遇
で
あ
り
、
生
活
に
応
じ
て
労

働
時
間
の
調
整
が
可
能
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
と

パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
間
の
転
換
が
法
律
的
に
保
障

さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
オ
ラ
ン
ダ
の
パ
ー
ト
タ

イ
ム
は
仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
を
目
指
し
て

お
り
、
夫
婦
が
と
も
に
フ
ル
タ
イ
ム
で
２
人
分

稼
ぐ
「
ダ
ブ
ル
イ
ン
カ
ム
」
で
は
な
く
、
夫
婦

が
０
・
７
５
人
分
づ
つ
働
い
て
１
・
５
人
分
稼

ぐ
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
「
セ
ミ
ダ
ブ

ル
・
イ
ン
カ
ム
」
を
目
標
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
オ
ラ
ン
ダ
に
特
徴
的
な
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ

ン
グ
で
あ
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
正
社
員
の
仕
組

み
で
あ
る
。

　
図
表
３
は
６
歳
以
下
の
子
ど
も
を
持
つ
世
帯

の
就
労
パ
タ
ー
ン
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
１

９
９
９
年
の
デ
ー
タ
を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は

ダ
ブ
ル
イ
ン
カ
ム
世
帯
（
共
稼
ぎ
男
女
フ
ル
）

が
36
・
５
％
と
も
っ
と
も
多
く
、年
々
拡
大
傾

向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、

男
性
だ
け
が
働
く
世
帯
（
片
稼
ぎ
男
フ
ル
）
は

１
９
８
４
年
の
44
・
３
％
か
ら
35
・
２
％
へ
と

減
少
し
て
い
る
。
一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
セ
ミ

ダ
ブ
ル
・
イ
ン
カ
ム
世
帯
（
共
稼
ぎ
男
フ
ル
・
女

パ
ー
ト
）が
１
９
９
９
年
に
47
・
８
％
を
占
め
、

１
９
８
４
年
の
15
・
１
％
と
比
べ
る
と
急
速
に

拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
１

９
９
９
年
の
ダ
ブ
ル
イ
ン
カ
ム
世
帯
は
４
・
２

％
に
し
か
過
ぎ
ず
、
ア
メ
リ
カ
と
は
生
活
実
態

が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
オ
ラ
ン
ダ
の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
は
、
男

女
が
と
も
に
仕
事
を
持
ち
な
が
ら
自
分
た
ち
の

図表３　セミダブル・インカムの推移（6歳以下の子どもを持つ世帯）
出所：OECD. 2001. Employment Outlook 2001.

図表４　労働協議会と社会経済審議会の比較
出所：H.H.F.Wijffels. 2000. Social Dialogue in the Netherlands.
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手
で
育
児
を
行
う
と
い
う
自
律
性
と
、
夫
婦
で

０
・
75
づ
つ
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
す
る
と
い

う
関
係
性
の
両
方
を
実
現
す
る
、
ま
さ
に
自
律

的
生
活
の
象
徴
と
い
え
よ
う
。そ
し
て
、今
日
す

で
に
オ
ラ
ン
ダ
は
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の

裏
面
と
い
え
る
育
児
や
介
護
を
男
女
で
シ
ェ
ア

す
る
「
ケ
ア
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
へ
の
取
り
組
み

段
階
に
突
入
し
て
い
る
（
根
本
　
２
０
０
２
）。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
働
き
方
を
実
現
す
る
社

会
シ
ス
テ
ム
が
、
労
使
そ
し
て
政
府
も
含
め
た

３
者
の
協
調
合
意
を
基
盤
に
し
て
い
る
こ
と
は

見
逃
せ
な
い
。三
者
の
協
調
合
意
は
一
般
に
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
（
協
調
主
義
）、
ま
た
は
戦
後
の

「
新
た
な
」と
い
う
意
味
で
「
ネ
オ
」
を
ふ
し
た
ネ

オ
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
、そ
れ
に
向
け

て
労
使
の
中
央
レ
ベ
ル
の
協
議
機
関
と
し
て

「
労
働
協
議
会（
労
働
財
団
）」、
政
労
使
に
よ
る

審
議
や
政
府
へ
の
諮
問
機
関
と
し
て
「
社
会
経

済
審
議
会
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（
図
表
４
）。

こ
れ
ら
の
組
織
も
高
い
自
律
性
、
関
係
性
を
も

ち
、
政
治
活
動
に
お
い
て
も
同
様
に
多
数
の
政

党
が
自
律
的
に
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
内
閣
は
常
に
連
立
政
権
で
あ
り
、
強
い
関

係
性
を
保
ち
な
が
ら
政
治
運
営
を
行
う
自
律
社

会
の
象
徴
的
存
在
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

高
齢
期

夫
婦
で
自
律
、
そ
し
て
在
宅
介
護

　
オ
ラ
ン
ダ
の
高
齢
化
は
、
日
本
ほ
ど
で
は
な

変
化
は
オ
ラ
ン
ダ
に
限
ら
ず
、
各
国
に
類
似
し

た
傾
向
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に

よ
る
ク
ロ
ッ
ク
ワ
イ
ズ
の
サ
ー
ク
ル
が
図
表
５

の
よ
う
に
か
な
り
右
上
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

オ
ラ
ン
ダ「
寛
容
性
」へ
の
試
練

　
本
稿
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
自
律
社
会

と
し
て
の
典
型
的
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
考
察
し
て

い
に
し
て
も
年
々
進
行
し
て
い
る
。
１
９
９
８

年
に
13
・
５
％
の
高
齢
化
率
は
、２
０
２
５
年

に
は
22
・
５
％
に
達
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い

る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
高
齢
者
の
大
き
な
特
徴
は
、

１
割
を
下
回
る
と
い
う
子
ど
も
と
の
低
い
同
居

率
で
あ
る
。
１
９
６
０
年
代
を
境
に
、
経
済
的

自
立
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
子
ど
も
と
同
居
し
て

子
ど
も
た
ち
の
生
活
に
合
わ
せ
る
よ
り
も
、
子

ど
も
と
は
時
々
会
っ
て
交
流
を
楽
し
み
、
夫
婦

で
自
分
た
ち
の
生
活
を
楽
し
む
と
い
う
暮
ら
し

が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
は
積
極
的
に

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
の
も
特
徴
的

で
あ
る
。
１
９
７
０
年
代
以
降
に
行
わ
れ
た
在

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
重
視
の
政
策
に
よ
っ
て
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ー
と
の
交
流
の
中
で
在
宅
介

護
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
は
、

重
介
護
ほ
ど
配
偶
者
が
担
う
と
い
う
、
カ
ッ
プ

ル
同
士
が
支
え
合
う
カ
ッ
プ
ル
主
義
が
中
心
と

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
安
楽
死
法
の
成
立
は
、

自
宅
で
愛
す
る
配
偶
者
に
み
と
ら
れ
て
人
生
を

終
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
ま
さ
に
自
律
性

と
関
係
性
を
保
持
し
た
形
で
人
生
に
ピ
リ
オ
ド

が
打
て
る
の
で
あ
る
。

　
４
つ
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
分
け
て
、
そ
の

典
型
的
な
生
活
ぶ
り
を
概
観
し
て
き
た
が
、
そ

れ
は
自
律
性
と
関
係
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変

化
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の

図表５　ライフステージによる自律性と関係性の変化
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解
」
に
は
「
寛
容
」
と
忘
れ
か
け
て
い
る
「
コ

ン
セ
ン
サ
ス
（C

on
sen
su
s : 

合
意
）」
が
加

え
ら
れ
る
。「
人
間
性
の
追
及
」
に
は
「
コ
ン

シ
ャ
ス
ネ
ス
（C
on
sciou

sn
ess : 

優
し
さ
）

の
重
視
」、「
心
の
豊
か
さ
」
と
い
う
豊
か
さ
だ

け
を
求
め
る
こ
と
に
は
「
コ
ー
ジ
イ
ー
（C

ozy

: 

心
地
よ
さ
）
の
追
求
」
が
加
え
ら
れ
る
。
ま

た
、「
安
定
的
・
継
続
的
生
活
」
や
「
自
分
に
適

し
た
仕
事
や
生
活
」
だ
け
で
は
な
く
、「
メ
リ
ハ

リ
の
あ
る
生
活
」「
生
活
に
合
わ
せ
た
仕
事
・
労

働
」
と
い
う
発
想
も
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

「
信
頼
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
に
加
え
て
、
お

互
い
に
共
有
・
配
分
す
る
「
シ
ェ
ア
ー
（
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
）」、
そ
し
て
「
ラ
イ
フ
と
キ
ャ
リ
ア

の
開
発
支
援
」
に
は
「
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ

イ
ー
の
向
上
」
が
追
加
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と
に
自
律
社
会

へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
深
め
、
新
た
な
発
想
や
コ
ン

セ
プ
ト
を
か
た
ち
づ
く
る
と
と
も
に
、
そ
の
具

体
化
と
し
て
制
度
や
シ
ス
テ
ム
を
探
索
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
オ
ラ
ン
ダ
の
自
律
社
会
も
21
世
紀
に
入
り
、

新
た
な
課
題
へ
の
対
応
が
迫
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
問
題
は
、
オ

ラ
ン
ダ
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
増
加
に
伴

う
「
寛
容
性
へ
の
試
練
」
と
い
え
る
。

　
２
０
０
２
年
に
入
り
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
動
向
は
、

大
き
く
右
へ
旋
回
し
て
き
て
い
る
。
特
に
移
民

排
斥
、
治
安
維
持
強
化
を
掲
げ
る
極
右
政
党

は
、
Ｅ
Ｕ
と
い
う
地
域
主
義
に
反
対
す
る
「
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
す
な
わ
ち
「
国

家
主
義
的
な
市
民
迎
合
主
義
」
と
専
門
家
の
間

で
呼
称
さ
れ
、
そ
の
台
頭
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
治
安
の
悪
化
や
改
善
し
な
い
失
業
の
原
因

が
移
民
に
向
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
国
の
法
律
や
政
治
が
市
民
の
現
実
的

要
請
や
感
情
と
大
き
く
乖
離
し
始
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
権
政
党
の
政
策
や
発
言

に
飽
き
、
新
た
な
改
革
を
求
め
る
真
情
が
中
道

左
派
離
れ
、
極
端
な
場
合
は
極
右
政
党
を
支
持

す
る
方
向
に
流
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
ド

イ
ツ
を
は
じ
め
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で

も
起
こ
っ
て
お
り
、
移
民
を
規
制
す
る
方
向
で

の
法
律
改
正
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
拡
大
し
て
い

る
。
し
か
し
、
実
態
と
し
て
は
「
極
右
の
台
頭
」

と
い
う
よ
り
も
、
中
道
左
派
か
ら
中
道
右
派
へ

の
政
権
交
代
と
し
て
と
ら
え
る
方
が
正
し
い
と

い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
も

同
様
で
、
た
と
え
ば
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
は
人
口
59

万
５
千
人
程
の
規
模
で
あ
る
が
、
１
９
９
０
年

に
36
％
だ
っ
た
在
留
外
国
人
比
率
が
、２
０
０

２
年
に
44
％
へ
と
増
加
し
て
い
る
。議
会
選
挙

に
お
い
て
は
、
政
党
別
得
票
率
の
高
い
三
大
政

党
が
１
９
９
０
年
の
労
働
党
（P

vdA
 

40
％
）、

キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（C

D
A
 

20
％
）、
民
主

き
た
。
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
自
律
社
会
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
さ
れ
て
き
た
も
の
（
立
石
　
１

９
９
３
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
研
究
所

２
０
０
１
）
に
加
え
て
、
い
く
つ
か
新
し
い

キ
ー
ワ
ー
ド
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

図
表
６
は
自
律
社
会
に
関
す
る
従
来
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
オ
ラ
ン
ダ
社
会
の
考
察
か
ら
新
た
に

追
加
で
き
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。「
多
様
な
選
択
肢
」
に
は
「
多
様
・
多
元

的
な
シ
ス
テ
ム
、
社
会
づ
く
り
」、「
主
張
と
理

図表６　自律社会をイメージするキーワード
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66（D
'6
6
 

16
％
）か
ら
、２
０
０
２
年
の
選
挙

で
は
新
党
フ
ォ
ル
タ
イ
ン
党
（L

T
 

40
％
）、
キ

リ
ス
ト
教
民
主
同
盟（
20
％
）、民
主
66（
16
％
）

と
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
で

は
極
右
と
レ
ッ
テ
ル
の
貼
ら
れ
て
い
る
フ
ォ
ル

タ
イ
ン
党
は
、
移
民
増
加
が
犯
罪
を
多
発
さ
せ

治
安
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
以
上

の
移
民
受
け
入
れ
の
反
対
、
犯
罪
取
締
の
強
化

な
ど
を
主
張
し
、
市
民
の
大
き
な
支
持
を
得
て

同
党
を
含
む
連
立
市
政
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
。

　
前
党
首
の
故
ピ
ン
・
フ
ォ
ル
タ
イ
ン
氏
は
54

歳
で
大
学
教
授
や
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の
キ
ャ
リ
ア

を
持
ち
、
ま
た
同
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
も
公
表

し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
２
０
０
２
年
５

月
、
オ
ラ
ン
ダ
国
会
議
員
選
挙
の
遊
説
中
に
暗

殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
極
右
と
い
わ
れ
る
こ
と
を

嫌
い
、
モ
ダ
ン
な
政
治
家
を
目
指
し
て
い
た

フ
ォ
ル
タ
イ
ン
氏
は
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
で
明
快

な
発
言
が
既
成
の
政
治
家
に
は
な
い
魅
力
と
さ

れ
、
多
く
の
国
民
の
賛
同
を
集
め
た
。

　
そ
の
後
、
国
会
議
員
選
挙
で
も
キ
リ
ス
ト
教

民
主
同
盟
の
43
議
席
に
つ
い
で
、フ
ォ
ル
タ
イ

ン
党
が
26
議
席
を
獲
得
し
、第
二
党
に
躍
進
し

て
い
る
。
連
立
与
党
で
あ
っ
た
自
由
民
主
党
は

24
議
席
を
獲
得
し
、前
コ
ッ
ク
首
相
の
労
働
党

は
23
議
席
で
第
四
党
に
急
落
、民
主
66
は
７
議

席
と
大
き
く
後
退
し
、
８
年
ぶ
り
に
中
道
左
派

の
労
働
党
政
権
か
ら
中
道
右
派
の
キ
リ
ス
ト
教

民
主
同
盟
へ
政
権
交
代
が
実
現
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
反
移
民
を
主
張
し
、
第
二
党
に
躍
進
し
た
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フ
ォ
ル
タ
イ
ン
党
も
政
権
に
連
立
参
加
し
た
の

で
あ
る
。

　
オ
ラ
ン
ダ
の
新
政
権
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主

勢
力
の
党
首
で
46
歳
の
バ
ル
ネ
ケ
ン
デ
首
相
が

率
い
、
フ
ォ
ル
タ
イ
ン
党
は
移
民
担
当
相
な
ど

４
閣
僚
ポ
ス
ト
に
つ
い
た
。
フ
ォ
ル
タ
イ
ン
党

も
新
移
民
の
受
け
入
れ
拒
否
を
撤
回
し
、
新
政

権
は
呼
び
寄
せ
る
家
族
に
年
齢
制
限
を
設
け
る

な
ど
、
移
民
規
制
や
不
法
移
民
取
締
り
を
強
化

を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
に

よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
寛
容
性
、
そ
し
て
自
律
社

会
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
変
容
し
て
い
く

の
か
、
ど
の
よ
う
に
自
律
社
会
に
磨
き
を
か
け

て
い
く
の
か
、
今
後
大
い
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。




