
実
践
的
唯
物
論
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
形
態

岩
佐

茂

は
じ
め
に

エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
の
サ
イ
ド
か
ら
、
し
ば
し
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
、
他
の
近
代
思
想
と
同
じ
よ
う
に
、
環
境
破
壊
を
導
い
た

思
想
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
が

１
）

あ
る
。
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
も
環
境
破
壊
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
主
張

す
る
の
は
、
か
つ
て
の
東
欧
の
社
会
主
義
や
現
存
す
る
社
会
主
義
が
環
境
破
壊
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
こ
と
に
た
い
す
る
反
発
だ
け

で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
他
の
近
代
思
想
と
同
じ
よ
う
に
、「
自
然
の
支
配
」と
い
う
人
間
中
心
主
義
が

あ
り
、
そ
れ
が
環
境
破
壊
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
こ
の
指
摘
は
的
を
え
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
批
判
に
た
い
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
反
論
の
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
社
会
主
義
が
環
境
破
壊
を
ひ
き
起
こ
し
て

き
て
い
る
現
実
が
あ
る
な
か
で
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
視
点
に
立
脚
し
た
エ
コ
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
が
提
起
さ
れ
て
き
た
し
、
マ
ル
ク
ス

の
思
想
が
環
境
破
壊
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
に
た
い
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
も
つ
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
視
点
が
主
張
さ
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れ
て
き
た
。
わ
た
く
し
自
身
は
、
社
会
主
義
は
本
質
的
に
エ
コ
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
し
、
マ

ル
ク
ス
の
思
想
そ
の
も
の
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
視
点
を
内
包
し
て
い
る
と
思
っ
て

２
）

い
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
た
く
し
の
立
場
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
本
論
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
立
場
が
実
践
に
よ
る
対
象
変
革
を
目

指
す
実
践
的
唯
物
論
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
場
合
の
、
実
践
的
唯
物
論
の
実
践
性
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
う
一
歩

突
っ
込
ん
で
考
究
し
て
み
た
い
。

一
、
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
と
は

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
「
実
践
的
唯
物
論
者
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
て
、マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
立
場
が
実
践
的
唯
物
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
異
を
唱
え
る
論
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
立
場
が
、
ど
う
い
う
意
味
で
実
践
的
唯
物
論
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
は
意
見
の
分
れ

が

３
）

あ
る
。

最
大
の
論
点
は
、
実
践
的
唯
物
論
と
弁
証
法
的
唯
物
論
と
が
相
い
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
大
別
す
れ
ば
、
次
の
三
つ

に
類
型
化
さ
れ
よ
う
。
一
つ
は
、
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
う
に
、
弁
証
的
唯
物
論
を
否
定
し
て
実
践
的
唯
物
論
を
積
極
的
に
主
張

す
る
立
場
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
立
場
は
実
践
的
唯
物
論
で
あ
り
、
弁
証
法
的
唯
物
論
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
レ
ー
ニ
ン
の
立
場
で

あ
る
と
み
な
す
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
正
統
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
う
に
、
従
来
の
弁
証
法
的
唯
物
論
を
擁
護
す
る
立
場

か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
立
場
が
実
践
的
唯
物
論
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
実
践
的
唯
物
論
を
批

判
し
、
実
践
的
唯
物
論
を
弁
証
法
的
唯
物
論
に
収
斂
さ
せ
て
し
ま
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
第
一
と
第
二
の
パ
タ
ー
ン
は
い
ず
れ
も
、
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実
践
的
唯
物
論
と
弁
証
法
的
唯
物
論
と
を
対
立
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
第
三
の
パ
タ
ー
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
立

場
は
、
弁
証
法
的
な
実
践
的
唯
物
論
で
あ
る
と
み
な
し
て
、
実
践
的
唯
物
論
と
弁
証
法
的
唯
物
論
と
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
場
合
で
も
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
立
場
が
弁
証
法
的
な
実
践
的
唯
物
論
で
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
分
れ
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
従
来
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
論
争
を
踏
ま
え
て
（
個
々
の
論

争
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
）、
弁
証
法
的
な
実
践
的
唯
物
論
を
、（
一
）
人
間
の
意
識
の
外
部
に
、
そ
れ
と
は
独
立
に
客
観
的
実
在
が

存
在
す
る
と
い
う
哲
学
的
唯
物
論
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
、（
二
）
自
然
弁
証
法
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
、（
三
）
主
体

客
体
の
弁

証
法
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
、（
四
）
社
会
変
革
の
思
想
で
あ
る
こ
と
、（
五
）
認
識
的
・
価
値
的
態
度
を
媒
介
に
し
た
実
践
に
よ
る

対
象
変
革
で
あ
る
こ
と
、（
六
）
疎
外
論
的
視
点
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
、（
七
）
実
践
の
も
つ
目
的
意
識
性
を
重
視
し
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
点
の
う
ち
、
従
来
の
論
争
で
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
（
五
）
〜（
七
）
に
つ
い
て
言
及

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
弁
証
法
的
な
実
践
的
唯
物
論
が
、
認
識
的
・
価
値
的
態
度
を
媒
介
に
し
た
実
践
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
対
象
変
革
を
主

張
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
し
て
。
実
践
的
唯
物
論
は
、
変
革
主
体
が
対
象
に
実
践
的
に
か
か
わ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
さ
い
、

主
体
の
対
象
（
客
体
）
へ
の
実
践
的
か
か
わ
り
は
、
対
象
に
た
い
す
る
認
識
的
態
度
だ
け
で
は
な
く
、
価
値
的
態
度
に
よ
っ
て
も
媒

介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
。認
識
と
実
践
の
媒
介
項
と
し
て
対
象
に
た
い
す
る
価
値
的
関
係
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
と
対
象
と
の
実
践
的
関
係
が
対
象
に
た
い
す
る
認
識
的
関
係
か
ら
直
接
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
対
象
に
た
い
す
る
価
値
評

価
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
実
践
的
関
係
と
し
て
も
取
り
結
ば
れ
る
こ
と
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
対
象
に
た
い
す
る
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認
識
が
た
と
え
同
じ
で
あ
る
と
し
て
も
、
対
象
に
た
い
す
る
価
値
的
態
度
が
異
な
れ
ば
、
対
象
に
た
い
す
る
実
践
は
異
な
っ
た
も
の

と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

弁
証
法
的
な
実
践
的
唯
物
論
が
疎
外
論
的
視
点
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
し
て
。
こ
れ
は
、
従
来
の
実
践
的
唯
物
論
の
特
徴

づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
留
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
実
践
的
唯
物
論
が
社
会
変
革
の
思
想
で
あ
る
か

ぎ
り
、
疎
外
さ
れ
た
現
実
と
対
峙
し
て
、
そ
の
現
実
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
目
指
す
べ
き
理
念
を

定
立
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
疎
外
論
的
視
点
は
、
こ
の
理
念
を
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
提
起
す

る
も
の
で
は
な
く
、
疎
外
さ
れ
た
現
実
の
否
定
的
形
態
を
徹
底
的
に
批
判
し
、
そ
の
う
ち
に
即
自
的
に
含
ま
れ
て
い
る
肯
定
的
契
機

を
対
自
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
か
み
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
き
マ
ル
ク
ス
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
疎
外
さ
れ
た
交

通
と
い
う
疎
外
の
二
つ
の
形
態
を
析
出
し
た
が
、
疎
外
論
的
視
点
は
、
経
済
学
研
究
を
含
め
、
マ
ル
ク
ス
の
生
涯
を
と
お
し
て
保
持

さ
れ
て
い
る
。

弁
証
法
的
な
実
践
的
唯
物
論
が
実
践
の
も
つ
目
的
意
識
性
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
し
て
。
マ
ル
ク
ス
は
、『
経
済
学
・
哲
学

手
稿
』
で
、
人
間
の
生
産
活
動
が
「
類
的
活
動
」
で
あ
る
と
み
な
し
た
と
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
産
活
動
が
本
質
的

に
目
的
意
識
的
活
動
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
し
、『
資
本
論
』で
は
、
人
間
の
労
働
が
蜘
蛛
や
蟻
の
行
動
と
本
質
的
に
違

う
の
は
、
前
者
が
結
果
を
観
念
的
に
先
取
り
す
る
目
的
意
識
性
に
あ
る
こ
と
の
う
ち
に
見
て
い
た
。

従
来
、
結
果
を
観
念
的
に
先
取
り
す
る
目
的
意
識
性
は
労
働
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
生
産
物
を
直
接
念
頭
に
お
い
て
解
釈
さ

れ
て
き
た
（
こ
の
目
的
意
識
を

生
産
物
産
出
の
目
的
意
識
性

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
）
が
、
そ
れ
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
環
境
保
護
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
生
産
物
を
産
出
す
る
労
働
の
過
程
や
結
果
が
人
間
と
自
然
と
の
関
係

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
る
の
か
、
自
然
を
ど
の
よ
う
に
破
壊
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
目
的
意
識
（
こ
の
目
的
意
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識
を

生
産
に
伴
う
環
境
配
慮
の
目
的
意
識
性

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
）
を
も
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
自
然
変
革
の
労

働
の
目
的
意
識
性
は
、

生
産
物
産
出
の
目
的
意
識
性

と

生
産
に
伴
う
環
境
配
慮
の
目
的
意
識
性

と
い
う
二
重
の
視
点
か
ら
重

視
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

二
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
し
て
の
実
践
的
唯
物
論

上
述
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
な
実
践
的
唯
物
論
は
、
近
代
資
本
主
義
社
会
を
批
判
し
、
そ
れ
を
の
り

超
え
よ
う
と
し
た
社
会
変
革
の
思
想
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
、
語
義
通
り
の
意
味
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
目
指

す
も
の
、
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
釈
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
今
日
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
潮
流
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
）
か
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
も
西
洋
近
代
思
想
の
枠
内
に

あ
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
く
し
が
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
近
代
資
本
主
義
を
の
り
超
え
る
思
想
と
い
う
意
味
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
で
あ
る
と
い
う
場
合
、

従
来
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
概
念
的
に
曖
昧
な
ま
ま
に
混
同
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
き
た
傾
向
に
た
い
し
て
、
両

概
念
を
概
念
的
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
い
る
。
語
義
に
し
た
が
え
ば
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、
文
字
通
り
ポ

ス
ト
近
代
の
意
味
で
あ
る
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
近
代
思
想
を
の
り
超
え
よ
う
と
す
る
あ
る
種
の
思
想
潮
流
を
指
し
て
い
る

か
ら
で

４
）

あ
る
。

両
概
念
が
混
同
さ
れ
、
曖
昧
に
使
わ
れ
て
き
た
責
任
の
一
端
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
流
行
さ
せ
る
き
っ
か
け
を

つ
く
っ
た
ジ
ェ
ン
ク
ス
や
リ
オ
タ
ー
ル
自
身
に
あ
る
。
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ジ
ェ
ン
ク
ス
は
、『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
し
て
の
建
築
言
語
』（
一
九
七

５
）

七
年
）
に
お
い
て
、
機
能
主
義
や
機
能
美
を
重
視
す
る
モ
ダ

ニ
ズ
ム
建
築
に
た
い
し
て
、
多
元
的
・
多
義
的
意
味
合
い
を
重
ん
じ
る
建
築
様
式
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
し
て
言
い
表
し
た
。
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の
対
概
念
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
し
て
規
定
す
べ
き
も
の
を
、
ジ
ェ
ン
ク
ス
は

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
リ
オ
タ
ー
ル
は
、『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
』（
一
九
七
九
年
）に
お
い
て
、「
高
度
に
発
達
し
た
先
進
社
会
に
お
け
る
知
の

現
在
の
状
況
」
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
呼
び
、
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
の
物
語
、
解
放
の
物
語
（
啓
蒙
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
も
含
ま
れ

る
）
と
い
っ
た
、
近
代
の
「
大
き
な
物
語
」「
メ
タ
物
語
」
が
崩
壊
し
た
今
日
、
消
費
や
情
報
と
い
っ
た
、
身
近
な
小
さ
な
物
語
に
意

味
を
見
出
そ
う
と
す
る
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

６
）

し
た
。
リ
オ
タ
ー
ル
が
問
題
に
し
た
の
は
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
と
い
う
「
条
件
」
で
あ
り
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
か
れ
が
問
題
に
し
た
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的

状
況
」
と
、
か
れ
自
身
に
よ
る
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」
の
と
ら
え
方
と
は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的

状
況
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
答
え
は
か
な
ら
ず
し
も
ひ
と
つ
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
リ
オ
タ
ー
ル
そ
の
人
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」の
問
題
提
出
と
そ
の
答
え
と
は
一

つ
の
も
の
で
あ
る
。
リ
オ
タ
ー
ル
は
自
ら
の
考
え
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
名
づ
け
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
リ
オ
タ
ー
ル
が
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
「
提
唱
者
」
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
リ
オ
タ
ー
ル
の
問
題
提
起
と
そ
の
答
え
の
両
方
を

包
み
込
ん
で
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
概
念
的
に
区
別
さ
れ
ず
、
し
ば
し
ば
混

同
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

リ
オ
タ
ー
ル
の
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
』
に
は
、
情
報
や
消
費
と
い
っ
た
身
近
な
小
さ
な
物
語
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
「
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」
が
、「
大
き
な
物
語
」「
メ
タ
物
語
」「
解
放
の
物
語
」
と
の
対
比
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
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そ
の
よ
う
な
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」
を
生
み
出
し
た
近
代
資
本
主
義
と
の
連
関
の
な
か
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
視
点
は
希
薄
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
と
み
な
す
場
合
に
は
、
近
代
資
本
主
義

と
の
連
関
の
な
か
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
、
二
つ
の
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
は
、
近
代
資
本
主
義
社
会
を
根
底
か
ら
批
判
し
、
理
論

的
に
も
実
践
的
に
も
そ
れ
を
の
り
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
な
の
で
あ
る
。

そ
の
さ
い
の
の
り
超
え
方
の
独
自
性
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
近
代
資
本
主
義
を
批
判
し
、
そ
れ
を
の
り

超
え
る
た
め
の
方
向
づ
け
・
理
念
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
理
念
を
た
ん
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
提
出
し
た
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク

ス
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
疎
外
さ
れ
た
資
本
主
義
の
否
定
的
現
実
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
な
か
で
そ
の
う
ち
に
即
自
的
に
含
ま
れ

て
い
る
肯
定
的
契
機
を
対
自
化
し
て
、
理
念
化
す
る
と
と
も
に
、
資
本
主
義
の
経
済
的
構
造
を
科
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
と
お
し

て
、
資
本
主
義
の
現
実
の
う
ち
に
、
そ
の
没
落
の
必
然
性
と
そ
れ
に
代
わ
る
社
会
主
義
の
創
出
の
可
能
性
・
諸
条
件
を
探
り
出
そ
う

と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
マ
ル
ク
ス
が
見
つ
め
て
い
た
産
業
資
本
主
義
と
今
日
の
資
本
主
義
と
で
は
質
的
に
異
な
っ
た
面
が
生
ま
れ
て
お
り
、
リ

オ
タ
ー
ル
の
言
う
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状

況
の
も
と
で
も
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
有
効
な
射
程
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」
の
思
想
な
の
で
あ

る
。す

で
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
西
欧
の
資
本
主
義
列
強
に
よ
る
世
界
分
割
が
進
む
な
か
で
、
レ
ー
ニ
ン
は
そ

の
時
代
の
資
本
主
義
を
近
代
の
産
業
資
本
主
義
と
の
対
比
で
帝
国
主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
た
が
、
マ
ン
デ
ル
は
、
後
期
資
本
主
義
を

レ
ー
ニ
ン
の
言
う
帝
国
主
義
と
異
な
っ
た
「
画
期
」
を
な
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、「
帝
国
主
義
的
独
占
的
資
本
主
義
の
い
っ
そ
う
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の
発
展
」と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
れ
は
、
半
資
本
主
義
的
な
周
辺
部
や
後
期
資
本
主
義
の
中
心
部
を
含
め
、
世
界
市
場
に
お
い
て「
価

値
法
則
が
貫
徹
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
不
等
価
交
換
関
係
と
し
て
不
均
等
発
展
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
で

７
）

あ
る
。

そ
の
さ
い
、
マ
ン
デ
ル
が
後
期
資
本
主
義
の
特
徴
と
し
て
注
目
す
る
の
は
、「
第
三
次
技
術
革
命
」に
よ
る
産
業
技
術
の
飛
躍
的
発

展
と
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
資
本
主
義
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。「
技
術
の
全
能
さ
に
た
い
す
る
信
仰
が
絶
頂
に
ま
で
達
し
た
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
こ
そ
、
後
期
資
本
主
義
に
特
有
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
な
の
で

８
）

あ
る
」
と
語
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

マ
ン
デ
ル
は
、
新
た
な
科
学
・
技
術
を
基
盤
と
し
た
産
業
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
捗
に
よ
る
不
均
等
発
展
を
ひ
き
起
こ
し
て
い

る
現
実
を
見
据
え
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
の
資
本
主
義
が
過
剰
消
費
や
情
報
化
の
問
題
と
か
か
わ
る
「
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
的
状
況
」
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
こ
と
も
見
据
え
て
い
く
必
要
が

９
）

あ
る
。
リ
オ
タ
ー
ル
が
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」
の
な
か

で
問
う
た
こ
と
は
、「
大
き
な
物
語
」か
ら
小
さ
な
物
語
へ
と
状
況
が
転
換
す
る
な
か
で
の
人
間
生
活
の
価
値
や
意
味
の
問
い
直
し
で

あ
っ
た
が
、
見
田
宗
介
は
、
過
剰
消
費
や
情
報
化
の
今
日
的
様
態
が
資
本
主
義
の
存
続
の
論
理
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

10
）

し
た
。
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
立
ち
戻
れ
ば
、
両
価
性
を
伴
う
今
日
に
お
け
る
消
費
や
情
報
化
の
問
題
は
、
消
費
生
活
と
交
通
の
疎
外

さ
れ
た
形
態
、
生
活
全
般
に
お
け
る
疎
外
の
問
題
と
し
て
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論
的
視
点

若
き
マ
ル
ク
ス
が
疎
外
論
で
問
題
に
し
た
こ
と
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
疎
外
さ
れ
た
交
通
と
い
う
疎
外
の
二
つ
の
形
態
で
あ
っ

た
。疎

外
の
概
念
は
、『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
の
な
か
で
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
疎
外
さ
れ
た
労
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働
」
の
断
片
の
直
後
に
書
き
記
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
『
経
済
学
ノ
ー
ト
（『
ミ
ル
評
註
』）』
で
は
、
商
品
交
換
に
お
い
て
は
、
人
格

と
人
格
と
の
関
係
が
疎
外
さ
れ
、
物
象
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
、
疎
外
さ
れ
た
交
通
の
問
題
が
考
察
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
の
ち
に
、
物
象
化
と
し
て
具
体
的
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

物
象
化
と
は
、
実
践
的
な
関
係
態
度
と
し
て
取
り
結
ば
れ
る
人
格
相
互
の
関
係
が
物
象
的
な
転
倒
さ
れ
た
関
係
と
し
て
、
資
本
主

義
的
な
生
産
や
交
換
の
も
と
で
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
疎
外
の
一
形
態
で
あ
る
。
疎
外
は
、
一
般
的
に
、
活
動
の
な
か
で
、
自
己
の
も
の

で
あ
る
も
の
が
自
己
か
ら
疎
遠
に
な
り
、
自
立
化
し
て
自
己
に
対
立
す
る
事
態
を
指
し
て
言
わ
れ
る
が
、
物
象
化
は
、
活
動
に
も
と

づ
く
関
係
の
な
か
で
、
人
格
相
互
の
関
係
が
物
象
相
互
の
関
係
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
倒
錯
現
象
を
指
し
て
お
り
、
特
殊
な
形
態
の

疎
外
で
あ
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
、
疎
外
や
物
象
化
を
克
服
す
る
た
め
に
、
疎
外
さ
れ
物
象
化
さ
れ
た
資
本
主
義
的
現
実
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
対
極
に
、
疎
外
さ
れ
ざ
る
、
物
象
化
さ
れ
ざ
る
理
念
（
共
産
主
義
）
を
提
起
し
た
。
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
疎
外
批
判
と
そ
の

克
服
の
論
理
は
、
疎
外
の
対
極
に
理
念
を
定
立
す
る
こ
と
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
理
念
は
現
実
を
批
判
す
る
価
値
基
準

と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
主
観
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
超
歴
史
的
な
不
変
の
イ
デ
ア
あ
る
い
は
将
来
社
会
に
お
い

て
の
み
実
現
さ
れ
る
理
想
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
疎
外
を
ひ
き
起
こ
す
現
実
そ
の
も
の
の
う
ち
か
ら
人
間
活
動
に
よ
っ
て
産

出
さ
れ
て
き
た
肯
定
的
契
機
を
対
自
化
し
、
理
念
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

人
間
活
動
の
疎
外
さ
れ
物
象
化
さ
れ
た
否
定
的
形
態
の
う
ち
に
即
自
的
に
あ
る
肯
定
的
契
機
を
理
念
と
し
て
取
り
出
す
努
力
は
、

一
方
で
は
、
疎
外
さ
れ
た
現
実
を
価
値
的
に
容
認
で
き
な
い
も
の
と
し
て
批
判
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
そ
の
否
定
的
形
態
の
な
か
で

展
開
さ
れ
て
き
た
人
間
活
動
の
肯
定
的
契
機
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
と
し
て
再
構
成
（
理
念
化
）
す
る
作
業
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、

人
間
活
動
の
否
定
的
形
態
の
う
ち
に
あ
る
諸
契
機
の
連
関
を
解
体
し
て
、
諸
契
機
の
新
た
な
連
関
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
試
み
に
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ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
は
、
資
本
主
義
の
も
と
で
形
成
さ
れ
て
き
た
近
代
的
な
知
の
組
み
替
え
作
業
を
伴
う
も
の

な
の
で
あ
る
。

四
、
人
間
と
自
然
の
物
質
代
謝
と
「
自
然
を
疎
外
す
る
」
こ
と

「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
概
念
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、（
一
）
労
働
者
か
ら
の
労
働
生
産
物
の
疎
外
、（
二
）
労
働

者
か
ら
の
労
働
の
疎
外
、（
三
）
人
間
か
ら
の
類
的
生
活
の
疎
外
、（
四
）
人
間
か
ら
の
人
間
の
疎
外
の
四
点
で
あ
っ
た
。（
一
）
は
「
生

産
物
の
疎
外
」「
物
の
疎
外
」
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、（
二
）
は
活
動
そ
の
も
の
の
疎
外
、
そ
れ
ゆ
え
「
自
己
疎
外
」
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
（
一
）
と
（
二
）
の
疎
外
の
い
わ
ば
総
括
と
し
て
（
三
）
の
類
的
生
活
の
疎
外
を
「
導
出
し
」
た
が
、

そ
の
さ
い
、
マ
ル
ク
ス
は
、「
生
産
物
の
疎
外
」「
物
の
疎
外
」
を
「
自
然
を
疎
外
す
る
」
こ
と
と
言
い
換
え
て

11
）

い
る
。

「
自
然
を
疎
外
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
の
直
接
的
な
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
上
は
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば

議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
る
「
自
然
は
人
間
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
主
張
さ
れ
て

12
）

い
る
。「
自
然
は

人
間
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
は
、「
人
間
が
自
然
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
然
は
人
間
の
身
体
で
あ
り
、
人
間
は
死
な
な
い
た
め
に
は
た
え
ず
そ
れ
と
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味

13
）

す
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
外
的
自
然
が
「
人
間
の
非
有
機
的
身
体
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
人
間
が
自
ら
の
「
有
機
的
身
体
」
を
維
持
す
る
た
め

に
、
外
的
自
然
を
必
要
と
し
て
い
る
（「
自
然
に
よ
っ
て
生
き
る
」）
こ
と
の
象
徴
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

人
間
は
、「
自
然
に
よ
っ
て
生
き
る
」さ
い
、
他
の
動
物
と
は
異
な
り
、
意
識
的
な
生
産
活
動
に
よ
っ
て
生
活
手
段
を
産
出
し
、
そ

れ
を
消
費
し
つ
つ
生
存
す
る
。
生
産
活
動
は
、
人
間
と
外
的
自
然
、「
人
間
の
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
生
活
」
と
「
人
間
の
非
有
機
的
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身
体
」
と
の
連
関
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
連
関
を
、
マ
ル
ク
ス
は
、「
自
然
が
自
己
自
身
と
連
関
し
て

14
）

い
る
」
こ
と
と
し
て
と
ら
え
る

の
で
あ
る
。「
自
然
を
疎
外
す
る
」こ
と
と
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
と
す
る
人
間
と
自
然
と
の
連
関
が
壊
さ
れ
、
自
然

が
人
間
に
と
っ
て
疎
遠
に
な
り
、
対
立
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

「
自
然
に
よ
っ
て
生
き
る
」
こ
と
は
、『
資
本
論
』
で
は
、「
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
」
と
言
わ
れ
、「
人
間
と
土
地

と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
」
を
「
撹
乱
す
る
」
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て

15
）

い
る
。
人
間
と
土
地
（
自
然
）
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
の

撹
乱
は
、「
土
地
の
豊
穣
性
」
を
撹
乱
し
、
人
間
的
自
然
の
健
康
を
も
破
壊
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
内
容
的
に
は
「
自
然

を
疎
外
す
る
」
こ
と
と
重
な
り
合
う
で
あ
ろ
う
。「
自
然
を
疎
外
す
る
」
こ
と
が
生
じ
れ
ば
、
人
間
と
自
然
と
の
連
関
が
壊
さ
れ
、
人

間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
が
正
常
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

生
産
活
動
は
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
を
媒
介
す
る
過
程
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質

代
謝
を
撹
乱
す
る
場
合
も
あ
る
。
生
産
は
所
与
の
自
然
を
分
解
し
て
つ
く
り
変
え
る
こ
と
（
自
然
の
変
革
）
で
あ
る
の
で
、
分
解
の

仕
方
、
つ
く
り
変
え
の
仕
方
如
何
で
は
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
が
撹
乱
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
生
産

に
お
け
る
目
的
意
識
性
が
、

生
産
物
産
出
の
目
的
意
識
性

だ
け
に
注
が
れ
て
、

生
産
に
伴
う
環
境
配
慮
の
目
的
意
識
性

（
環
境

の
視
点
）
が
無
視
さ
れ
る
な
ら
ば
、
環
境
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
と
自
然
と
の
物
質
代
謝
が
撹
乱
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
生
産
の
規
模

が
大
規
模
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
こ
の
問
題
は
深
刻
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
今
日
、
環
境
破
壊
が
深
刻
化
す
る
な
か
で
、
生
産
に
お
い
て
、
素
材
や
技
術
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
排
出
さ
れ
た
廃
棄
物

の
問
題
に
か
ん
し
て
、

生
産
物
産
出
の
目
的
意
識
性

と

生
産
に
伴
う
環
境
配
慮
の
目
的
意
識
性

（
環
境
の
視
点
）
と
い
う
二

重
の
視
点
を
貫
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
環
境
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
が
撹
乱
さ
れ
る
の
は
、

利
用
さ
れ
た
素
材
や
技
術
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
あ
る
い
は
排
出
さ
れ
た
廃
棄
物
が
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
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ぼ
し
て
い
る
の
か
が
と
ら
え
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
人
間
の
認
識
の
有
限
性
に
よ
る
場
合
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
、
環
境
配
慮

よ
り
も
、
利
潤
を
最
大
化
し
よ
う
と
す
る
資
本
の
論
理
に
則
っ
た
効
率
的
な
生
産
が
追
求
さ
れ
、
環
境
の
視
点
が
無
視
さ
れ
る
た
め

で
あ
る
。

五
、
生
産
や
消
費
の
活
動
に
お
け
る
知
の
組
み
替
え

上
述
の
二
重
の
視
点
が
重
視
さ
れ
る
場
合
に
は
、
環
境
破
壊
に
直
結
す
る
よ
う
な
生
産
や
消
費
の
あ
り
方
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ

る
。
生
産
や
消
費
の
あ
り
方
の
見
直
し
は
、
生
産
や
消
費
に
か
か
わ
る
実
践
の
変
更
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
環
境
を
保

護
す
る
た
め
の
知
の
組
み
換
え
を
不
可
避
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
知
の
組
み
換
え
は
、
純
粋
に
知
識
の
面
か
ら
だ
け
お
こ
な
わ
れ
る
の

で
は
な
く
、
環
境
を
保
護
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
生
産
や
消
費
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
う
環
境
の
視
点
か
ら
、
価
値
観
の
変
換

と
絡
み
合
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

一
）

生
産
に
お
け
る
知
の
組
み
換
え

ま
ず
、
生
産
に
か
ん
し
て
具
体
的
に
み
て
み
た
い
。
素
材
に
か
ん
し
て
い
う
と
、
た
と
え
ば
、
従
来
発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル
が
使
わ
れ

て
い
た
包
装
材
を
、
環
境
の
視
点
か
ら
古
紙
に
切
り
替
え
る
の
も
、
知
の
組
み
替
え
で
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
加
工
食
品
に
お

け
る
保
存
料
な
ど
の
添
加
物
（
人
工
化
学
物
質
）
も
、
そ
れ
が
身
体
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
も
検
討
さ
れ
な

い
ま
ま
に（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
発
ガ
ン
誘
発
物
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
）、
法
的
規
制
が
な
い
か
ぎ
り
、
商
品

と
し
て
の
寿
命
を
延
ば
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
健
康
の
視
点
か
ら
無
添
加
の
加
工
食
品
を
ど
の
よ
う
に
つ
く
っ
て
い
く
の
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か
と
い
う
こ
と
も
知
の
組
み
替
え
で
あ
る
。

ま
た
技
術
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
農
業
生
産
物
の
増
産
の
た
め
に
、
健
康
に
た
い
す
る
影
響
が
議
論
さ
れ
て
い
る
渦

中
に
あ
っ
て
も
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
遺
伝
子
操
作
さ
れ
た
穀
物
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。
自
動
車
生
産
に
お
い
て
は
、

ス
ピ
ー
ド
の
で
る
性
能
の
良
い
車
づ
く
り
が
志
向
さ
れ
て
き
た
が
、
排
ガ
ス
や
環
境
に
か
ん
し
て
は
、
後
回
し
に
さ
れ
て
き
た
。
あ

る
い
は
、
企
業
が
利
潤
を
あ
げ
る
た
め
に
、
日
本
で
は
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
な
ど
の
家
電
製
品
は
、
耐
用
年
数
が
八
年
を
メ
ド
に
生

産
さ
れ
て
い
る
、
等
々
。
こ
れ
ら
の
技
術
の
あ
り
様
を
環
境
の
視
点
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ

と
を
前
提
に
し
た
車
づ
く
り
は
、
た
ん
に
丈
夫
で
壊
れ
に
く
い
車
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
た
め

に
構
造
的
に
分
解
し
易
い
車
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
生
産
技
術
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
あ

り
、
知
の
組
み
替
え
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
か
ん
し
て
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
従
来
は
コ
ス
ト
や
利
便
性
の
面
か
ら
、
化
石
燃
料
や
原
子
力
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
頼
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
環
境
の
視
点
か
ら
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
大
規
模
・
大
量

輸
送
型
の
従
来
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
あ
り
方
を
必
要
な
と
こ
ろ
で
必
要
な
だ
け
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
確
保
す
る
小
規
模
・
分
散
型
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
切
り
替
え
る
と
い
う
考
え
方
の
転
換
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
も
、
知
の
組
み
替
え
で
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
廃
棄
物
に
か
ん
し
て
い
う
と
、
廃
棄
物
問
題
は
環
境
問
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
廃
棄
物
を
資
源
と
し
て
再
利
用
す

る
循
環
型
社
会
が
提
起
さ
れ
て
き
た
が
、大
量
生
産
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
大
量
廃
棄
を
大
量
リ
サ
イ
ク
ル
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
は
、

環
境
保
護
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
持
続
可
能
な
社
会
と
し
て
の
循
環
型
社
会
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
は
、
大
量
生
産
と
い
う
生
産

の
あ
り
方
に
も
メ
ス
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
も
価
値
観
の
転
換
と
と
も
に
、
知
の
組
み
替
え
を
必
要
と
す
る
。

こ
れ
ら
は
、
環
境
や
健
康
の
視
点
を
媒
介
に
し
た
知
の
組
み
換
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
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素
材
、
技
術
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
廃
棄
物
の
面
に
お
け
る
資
本
主
義
的
生
産
の
歪
み
を
環
境
や
健
康
の
視
点
に
よ
る
知
の
組
み
替
え
に

よ
っ
て
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
正
常
な
物
質
代
謝
と
い
う
価
値
基
準
か
ら
こ
の
よ
う
な
疎
外
さ
れ

た
生
産
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
環
境
や
健
康
の
視
点
を
生
産
過
程
に
組
み
込
ん
で
、
生
産
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
変
え
て
い
く
作
業

は
、
理
論
的
に
は
、
従
来
の
生
産
に
た
い
す
る
知
の
組
み
替
え
作
業
を
不
可
避
と
す
る
の
で
あ
る
。

二
）

消
費
に
お
け
る
知
の
組
み
換
え

と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
が
お
こ
な
っ
た
資
本
主
義
的
商
品
生
産
の
批
判
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
生
産
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
消
費
の
あ
り
方
に
た
い
す
る
批
判
を
も
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
消
費
の
あ
り
方
は
、
消
費
を
規
定
す
る
生
産
と
の
連
関

の
な
か
で
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
生
産
と
消
費
と
の
有
機
的
な
連
関
を
、
マ
ル
ク
ス
は
、「
消
費
と
生
産
と
の
同
一
性
」と
呼
ん
だ
。

「
生
産
は
、（
一
）
消
費
に
材
料
を
も
た
ら
し
、（
二
）
消
費
の
様
式
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
三
）
ま
ず
消
費
に
よ
っ
て
対
象

と
し
て
措
定
さ
れ
た
生
産
物
を
、
消
費
者
に
お
け
る
欲
望
と
し
て
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
を
生
産
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生

産
は
、
消
費
の
対
象
、
消
費
の
様
式
、
消
費
の
衝
動
を
生
産
す
る
。
同
じ
よ
う
に
、
消
費
は
、
目
的
を
規
定
す
る
欲
望
と
し
て
生
産

者
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
者
の
構
想
（A

n
la
g
e

）
を
生
産

16
）

す
る
」。

生
産
が
、
生
存
の
た
め
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
の
充
足
を
中
心
と
し
た
消
費
を
目
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
以
上
、
生
産
は
、
消
費
の

「
材
料
」「
対
象
」
を
生
産
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
生
産
が
消
費
の
あ
り
方
（「
様
式
」）
を
「
規
定
す
る
」
と

い
う
の
は
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
な
観
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
生
産
が「
消
費
者
に
お
け
る
欲
望
」

「
消
費
の
衝
動
」を
生
み
出
す
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
欲
望
は
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
欲
望
を
生
み
出
す
が
、

生
産
者
の
側
も
利
便
性
や
快
適
性
、フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
な
ど
の
価
値
を
最
大
限
宣
伝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
消
費
者
に
お
け
る
欲
望
」
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「
消
費
の
衝
動
」
を
喚
起
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
市
場
調
査
を
お
こ
な
い
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
莫
大
な
費
用
を
投
資
す
る
こ
と
に
も

な
る
。
そ
の
結
果
、
消
費
が
過
度
に
刺
激
さ
れ
、
人
間
の
基
本
的
要
求
を
充
た
す
消
費
生
活
を
は
る
か
に
超
え
て
、
肥
大
化
さ
れ
、

一
面
化
さ
れ
た
欲
望
を
追
い
つ
づ
け
る
「
消
費
の
た
め
の
消
費
」「
消
費
へ
の
あ
く
な
き
誘
い
」
と
い
っ
た
過
剰
消
費
が
生
み
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

過
剰
消
費
は
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費
・
大
量
廃
棄
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
大
量
生
産
の
様
式
は
、
資
本
の
論
理
が
効
率

よ
く
利
潤
を
あ
げ
る
生
産
の
仕
組
み
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
過
剰
消
費
社
会
の
到
来
の
な
か
で
、
廃
棄
物
問
題
が
深
刻
化
し
、
一
九

八
〇
年
代
後
半
か
ら
、
廃
棄
物
問
題
は
環
境
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
先
進
国
を
中
心
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
む

し
ろ
、
よ
り
正
確
に
は
、
環
境
汚
染
は
戦
争
や
有
害
物
質
の
漏
洩
に
よ
る
も
の
を
の
ぞ
け
ば
、
何
ら
か
の
廃
棄
物
に
よ
っ
て
ひ
き
起

こ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
環
境
問
題
は
廃
棄
物
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
な
し
に
は
解
決
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
過
剰
消
費
生
活
の
あ
り
方
の
見
直
し
も
始
ま
り
、
そ
の
た
め
に
、
減
量
（red

u
ce

）、
再
使
用
（reu

se

）、

再
生
利
用
（recy

cle

）
の
３
Ｒ
の
思
想
や
、
循
環
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
型
社
会
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ

れ
ら
の
取
り
組
み
は
、
理
論
的
に
は
、
消
費
生
活
や
廃
棄
物
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
の
組
み
替
え
作
業
で
も
あ
る
。
そ
の
さ
い
、

消
費
・
廃
棄
は
生
産
に
規
定
さ
れ
、
そ
れ
と
有
機
的
に
連
関
し
て
い
る
以
上
、
生
産
・
消
費
・
廃
棄
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
知
の

組
み
替
え
作
業
が
必
要
と
な
る
。

生
産
や
消
費
に
お
け
る
知
の
組
み
替
え
作
業
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
何
を
大
切
な
も
の
と
し
て
尊
重
す
る
の
か
と
い
う
価

値
的
態
度
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
資
本
の
論
理
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
資
本
主
義
的
商
品
生
産
に
お
い
て
は
、
利
潤
を
最
大

化
し
よ
う
と
す
る
価
値
的
態
度
（
資
本
の
論
理
）
に
よ
っ
て
生
産
の
あ
り
方
が
疎
外
さ
れ
、
そ
の
も
と
で
、
人
間
と
自
然
と
の
正
常

な
物
質
代
謝
が
破
壊
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
人
間
の
健
康
や
環
境
保
全
を
重
視
す
る
価
値
的
態
度
（
生
活
の
論
理
）
か
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ら
は
、
疎
外
さ
れ
た
生
産
の
あ
り
方
を
批
判
し
て
、
環
境
の
視
点
を
生
産
や
消
費
の
過
程
に
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

六
、
近
代
に
お
け
る
「
自
然
の
支
配
」
の
観
念

人
間
と
自
然
の
正
常
な
物
質
代
謝
と
は
、
自
然
の
一
部
、
生
態
系
の
一
員
で
あ
る
人
間
が
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代

謝
を
撹
乱
せ
ず
に
、
自
ら
の
生
命
を
維
持
で
き
る
状
態
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
間
と
自

然
と
の
調
和
・
共
生
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
と
自
然
と
の
調
和
・
共
生
と
い
う
考
え
方
は
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
自
然

主
義
と
人
間
主
義
と
の
統
一
の
思
想
の
な
か
に
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
と
自
然
と
の
調
和
・
共
生
と
い
う
考
え
は
、
自
然
環
境
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
と
自
然
と
の
物
質
代
謝
が
撹
乱
さ
れ
て
い
る
今

日
、
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
視
点
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
に
対
立
す
る
の
が
、
人
間
に
よ
る
「
自
然
の

支
配
」
と
い
う
観
念
で

17
）

あ
る
。
こ
の
観
念
は
、
近
代
の
自
然
科
学
や
技
術
の
発
展
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
生
産
活
動
に
よ
る
自
然
の
変

革
の
な
か
で
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
西
洋
近
代
の
思
想
家
た
ち
も
、
お
お
む
ね
人
間
に
よ
る
「
自
然
の
支
配
」
の
観
念
に

つ
い
て
肯
定
的
な
評
価
を
し
て
い
る
。
近
代
に
お
け
る
科
学
・
技
術
の
な
か
で
「
自
然
の
支
配
」
と
い
う
観
念
が
つ
く
り
出
さ
れ
て

き
た
の
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、「
自
然
の
支
配
」と
い
う
観
念
を
も
つ
こ
と
と
、
実
際
に
人
間
が
自
然
を
支
配
で
き
る

と
い
う
こ
と
と
は
同
義
で
は
な
い
。

人
間
は
、
自
然
を
科
学
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
を
変
革
し
て
き
た
が
、
科
学
・
技
術
が
ど
れ
ほ
ど
発
展
し
て
も
、
自

然
が
無
限
で
あ
る
か
ぎ
り
、
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
自
然
認
識
は
つ
ね
に
有
限
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
自
然
そ
の
も
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の
の
法
則
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
自
然
に
実
践
的
に
働
き
か
け
る
結
果
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
完
全
に
予
測
す
る
こ
と
は

無
理
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
、
自
然
に
た
い
し
て
人
間
は
「
勝
利
」
し
て
き
た
と
し
て
も
、「
二
次
的
、
三

次
的
に
は
」、
そ
の
「
勝
利
」
を
も
「
廃
棄
し
」
て
し
ま
う
ほ
ど
の
「
ま
っ
た
く
意
図
し
な
か
っ
た
別
の
作
用
」
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と

に
よ
っ
て
、「
自
然
は
わ
れ
わ
れ
に
復
讐
す
る
」
と
、
述
べ
て

18
）

い
る
。

し
か
し
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
同
時
に
、「
自
然
の
復
讐
」を
招
く
よ
う
な
事
態
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
自
然
認
識
が
不
十
分
で
、

「
二
次
的
、
三
次
的
に
」
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
「
作
用
」、
あ
る
い
は
「
遠
い
将
来
の
自
然
的
結
果
」
を
予
測
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ

り
、
自
然
法
則
を
認
識
し
、
そ
の
法
則
を
「
正
し
く
適
用
し
う
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
「
支
配
」
し
、「
自
然
の
意
識
的
な
、

真
の
主
人
に
な
る
」
と
も
言
明
し
て

19
）

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
然
の
「
支
配
」
に
つ
い
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、「
あ
る
征
服
者
が
よ
そ
の

民
族
を
支
配
し
た
り
、
な
に
か
自
然
の
外
に
あ
っ
て
自
然
を
支
配
す
る
よ
う
に
、
自
然
を
支
配
す
る
の
で
は
な
く
」、「
肉
と
血
と
脳

が
自
然
に
属
し
、
自
然
の
な
か
に
い
る
」人
間
が
、「
自
然
の
法
則
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
の
法
則
を
正
し
く
適
用
し
う
る
」こ
と
に
よ
っ

て
、「
自
然
を
支
配
す
る
」
の
で
あ
る
と
も
断
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
の
「
支
配
」
は
、
自
然
の
「
制
御
」
と
も
言
わ
れ
て

20
）

い
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
近
代
自
然
科
学
の
発
展
を
背
景
に
し
て
、
人
間
が
自
然
法
則
を
「
正
し
く
適
用
し
う
る
」
な
ら
ば
、
自
然
を
「
支

配
」「
制
御
」で
き
る
と
き
わ
め
て
楽
観
的
に
語
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
開
墾
に
よ
っ
て
田
畑
を
つ
く
り
、
潅
漑
用
水
に
よ
っ
て
田

畑
を
潤
す
こ
と
は
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
制
御
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
制
御
は
部
分
的
、

一
時
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
が
滅
び
た
要
因
の
一
つ
が
灌
漑
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
塩

害
の
深
刻
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

自
然
の
相
互
作
用
が
複
雑
で
、
無
限
で
あ
り
、
人
間
の
自
然
認
識
が
つ
ね
に
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
有
限
で
あ
る
以
上
、
と
り
わ

け
大
規
模
開
発
の
場
合
、「
二
次
的
、
三
次
的
に
」
ど
の
よ
う
な
「
作
用
」
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
に
つ
い
て
完
全
に
予
測
す
る
こ
と
は
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で
き
な
い
。
人
間
が
自
然
を
完
全
に
「
支
配
」「
制
御
」
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。「
自
然
の
支
配
」
と
い
う

観
念
は
、
人
間
が
部
分
的
、
一
時
的
に
自
然
を
制
御
し
て
き
た
こ
と
を
敷
衍
し
て
、
自
然
を
完
全
に
支
配
で
き
る
と
い
う
こ
と
ま
で

膨
ら
ま
せ
た
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

七
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
制
御
を
目
指
す
実
践
的
唯
物
論

人
間
と
自
然
と
の
正
常
な
関
係
は
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
「
支
配
」
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係

を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。

一
般
に
、
関
係
を
制
御
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
関
係
の
両
項
ま
た
は
関
係
の
一
方
の
項
の
制
御
を
と
お
し
て
関
係
そ
の
も
の
を
制

御
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
場
合
に
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
人
間
は
、
自
然
を
部
分
的
、
一
時

的
に
し
か
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
制
御
は
、
主
と
し
て
人
間
自
身
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
に
、
生
産
力
が
低
か
っ
た
近
代
以
前
に
お
い
て
は
、
巨
大
な
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
た
自
然
に
た
い
し
て
、

人
間
は
必
死
に
闘
い
、
自
然
を
制
御
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
自
然
と
の
正
常
な
物
質
代
謝
を
維
持
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
腐
心
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
人
間
は
、
自
然
に
順
応
さ
せ
る
方
向
で
自
ら
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
の
正
常

な
関
係
を
維
持
し
、
自
然
と
の
関
係
を
制
御
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

近
代
に
な
っ
て
、
科
学
・
技
術
と
産
業
の
発
展
の
な
か
で
人
間
が
自
然
を
破
壊
す
る
ほ
ど
の
巨
大
な
力
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
は
大
き
く
変
貌
す
る
。
人
間
が
自
ら
の
力
を
制
御
し
な
け
れ
ば
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て
自
然
破
壊
が
な

66

一橋社会科学 第４号 2008年６月



さ
れ
、
自
然
と
の
正
常
な
物
質
代
謝
も
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
と
自
然
と
の
関
係
を
制
御
す

る
た
め
に
は
、
人
間
の
力
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
活
動
を
制
御
す
る
こ
と
こ
そ
が
き
わ
め
て
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
今

日
、
人
間
と
自
然
と
の
共
生
が
強
調
さ
れ
、「
環
境
管
理
」の
概
念
が
重
視
さ
れ
る
の
も
、
人
間
の
活
動
を
制
御
す
る
こ
と
の
必
要
性

か
ら
で

21
）

あ
る
。
地
球
温
暖
化
問
題
で
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
地
球
的
規
模
で
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
削
減
す
る
た
め
に
、
人
間

の
経
済
活
動
を
共
同
し
て
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
制
御
を
重
視
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
、『
資
本
論
』
で
、「
こ
の
（
労
働
の

｜
｜
筆
者
）
過
程
に
お
い
て
、
人
間
は
自
然
と
の
物
質
代
謝
を
自
分
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
媒
介
し
、
規
制
し
、
制
御
す
る
」
と
述

べ
、
労
働
を
、
人
間
と
自
然
と
の
物
質
代
謝
を
媒
介
し
、
規
制
し
、
制
御
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
と
も
に
、「
こ
の
物
質
代
謝

を
合
理
的
に
規
制
し
、
自
分
た
ち
の
共
同
的
制
御
の
も
と
に
お
く
」
必
要
を
指
摘

22
）

し
た
。

自
然
に
た
い
す
る
労
働
を
「
自
然
の
支
配
」
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
制
御
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
は
、
重

要
で
あ
る
。「
自
然
の
支
配
」と
い
う
観
念
に
も
と
づ
い
て
労
働
し
、
生
産
す
る
こ
と
と
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
制
御
と
い
う
視

点
か
ら
労
働
し
、
生
産
す
る
こ
と
と
で
は
、
労
働
や
生
産
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
く
る
。
前
者
の
場
合
は
、
生
産
物
を
つ
く
る
と
い

う
当
初
の
目
的
を
首
尾
よ
く
達
成
す
る
た
め
に
自
然
を
変
革
す
る
こ
と
、
つ
ま
り

生
産
物
産
出
の
目
的
意
識
性

に
主
眼
が
お
か

れ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、
生
産
物
を
つ
く
る
場
合
に
も
、
そ
の
こ
と
が
人
間
と
自
然
と
の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
十
分
考
慮
し
、
人
間
の
力
を
制
御
し
な
が
ら
自
然
を
変
革
す
る
こ
と
、
つ
ま
り

生
産
に
伴
う
環
境
配
慮
の
目
的

意
識
性

も
重
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
初
の
目
的
に
従
っ
て
生
産
物
を
つ
く
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
生
産

物
が
使
用
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
場
合
に
、
人
間
と
自
然
と
の
正
常
な
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
も

考
慮
し
な
が
ら
、
生
産
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
労
働
や
生
産
の
あ
り
方
で
あ
り
、
自
然
変
革
の
あ
り
方
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な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
然
変
革
に
お
い
て
も
、
二
通
り
の
場
合
が
あ
る
。
一
つ
は
、「
自
然
の
支
配
」と
い
う
観
念
に
も
と
づ
い
て
自
然
変

革
を
お
こ
な
う
場
合
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
制
御
と
い
う
視
点
を
踏
ま
え
て
、
自
然
変
革
を
お
こ
な
う

場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
人
間
の
力
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
活
動
を
共
同
的
に
制
御
す
る
こ
と
が
と
り
わ
け
重
要
に
な
る
。

マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
は
実
践
を
強
調
し
、
対
象
変
革
を
強
調
す
る
が
、
自
然
変
革
に
お
い
て
は
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係

の
制
御
と
い
う
視
点
に
も
と
づ
い
た
実
践
の
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
実
践
的
唯
物
論
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
思
想
と

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
環
境
保
護
の
た
め
に
は
何
を
な
す
べ
き
な
の
か
を
考
慮
し
た
実
践
を
も
包
み
込
ん
で
お
り
、

エ
コ
ロ
ジ
ー
の
思
想
と
基
本
的
に
一
致
す
る
。

１
）

J.P
a
ssm

o
re,

M
a
n
’s R

esp
o
n
sib
ility fo

r N
a
tu
re,

1974,
P
. 24.

パ
ス
モ
ア
『
自
然
に
対
す
る
人
間
の
責
任
』
岩
波
書
店
、
一

九
七
九
年
、
三
八
頁
。

２
）

拙
著
『
環
境
の
思
想
｜
｜
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
接
点
』
創
風
社
、
一
九
九
四
年
、
参
照
。

３
）

実
践
的
唯
物
論
に
か
ん
す
る
論
争
は
、
旧
東
ド
イ
ツ
で
一
九
六
〇
年
代
終
わ
り
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
紹
介
（
芝
田
進
午
編
『
実
践

的
唯
物
論
論
争
』
青
木
書
店
、
一
九
六
九
年
）
や
芝
田
進
午
の
問
題
提
起
（『
実
践
的
唯
物
論
の
根
本
問
題
』
青
木
書
店
、
一
九
七
八
年
）

を
契
機
に
、
日
本
で
も
、
一
九
七
〇
年
代
に
論
争
さ
れ
た
。
中
国
で
も
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
実
践
的
唯
物
論
の
論
争
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。

４
）

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
区
別
す
べ
き
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
Ｍ
・
フ
ェ
ザ
ー

ス
ト
ン
『
消
費
文
化
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』
は
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
そ
の
『
派
生
語
』
で
あ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
し
ば
し
ば
混
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乱
し
て
使
わ
れ
た
り
、
相
互
に
交
換
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
」（
川
崎
賢
一
・
小
川
葉
子
編
訳
、
池
田
緑
訳
、
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九

九
九
年
、
三
五
頁
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
概
念
的
に
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

た
い
し
て
、
前
者
を
広
義
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
後
者
を
狭
義
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
し
て
区
別
立
て
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

５
）

原
タ
イ
ト
ル
は
、T

h
e L

a
n
g
u
a
g
e o
f P
o
st-M

o
d
ern A

rch
itectu

re

で
あ
る
が
、
邦
訳
は
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
言
語
』

（
竹
山
実
訳
、
エ
ー
・
ア
ン
ド
・
ユ
ー
社
、
一
九
七
八
年
）
と
な
っ
て
い
る
。

６
）

Ｊ
・
Ｆ
・
リ
オ
タ
ー
ル
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
』
小
林
康
夫
訳
、
書
肆
風
の
薔
薇
、
一
九
八
六
年
、
七
〜
八
頁
。

７
）

V
g
l.
E
.
M
a
n
d
el,

S
p
a
tk
a
p
ita
lism

u
s,
S
u
h
rk
a
m
p V

lg
.,
1972,

S
.
8,
S
.
463,

S
.
496.

Ｅ
・
マ
ン
デ
ル
『
後
期
資
本
主
義
』、

飯
田
裕
康
・
山
本
啓
訳
、
柘
植
書
房
、
第
Ⅰ
分
冊
（
一
九
八
〇
年
）
七
頁
、
第
Ⅲ
分
冊
（
一
九
八
一
年
）
一
五
一
、
一
八
一
頁
参
照
。

８
）

Ib
id
.,
S
.
445.

同
上
、
第
Ⅲ
分
冊
、
一
一
五
〜
六
頁
。

９
）

ダ
ニ
ュ
エ
ル
・
ベ
ル
の
「
脱
工
業
化
」、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
未
完
の
近
代
」、
ト
フ
ラ
ー
「
第
三
の
波
」、
ギ
デ
ン
ズ
の
「
再
帰
的
近

代
化
」
の
概
念
な
ど
も
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

10
）

見
田
宗
介
『
現
代
社
会
の
理
論
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
六
年
、
三
一
頁
。

11
）

K
.
M
a
rx
,
O
k
o
n
o
m
isch

-p
h
ilo
so
p
h
isch

e M
a
n
u
sk
rip
te.

in
:
K
.
M
a
rx
/F
.
E
n
g
els,

G
esa

m
ta
u
sg
a
b
e
(M

E
G
A
),
A
b
t.

Ⅰ
,
B
d
.
2,
S
.
240.

12
）

「
自
然
は
人
間
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
」
こ
と
に
か
ん
す
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
嶋
崎
隆
『
エ
コ
マ
ル
ク
ス
主
義
』（
知
泉
書
館
、

二
〇
〇
七
年
）
が
、
そ
の
第
二
部
「『
自
然
は
人
間
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
』
を
め
ぐ
る
論
争
」
で
詳
し
い
紹
介
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

13
）

K
.
M
a
rx
,
Ib
id
.

14
）

Ib
id
.
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15
）

K
.
M
a
rx
,
D
a
s K

a
p
ita
l.
in
:
M
E
G
A

A
b
t.
Ⅱ
,
B
d
.
6,
S
.
476.

16
）

K
.
M
a
rx
,
O
k
o
n
o
m
isch

e M
a
n
u
sk
rip
te
1957/58.

in
:
M
E
G
A

A
b
t.
Ⅱ
,
B
d
.
1-1,

S
.
29.

17
）

「
自
然
の
支
配
」
と
い
う
観
念
が
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
か
ん
し
て
は
論
争
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
韓
立
新
『
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
マ
ル
ク
ス
』
時
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
、
参
照
。

18
）

F
.
E
n
g
els,

A
n
teil d

er A
rb
eit a

n d
er M

en
sch

w
erd

u
n
g d

es A
ffen

.
in
:
M
E
G
A

A
b
t.
Ⅰ
,
B
d
.
26,

S
.
550.

19
）

F
.
E
n
g
els,

A
n
ti-D

u
h
rin
g
.
in
:
M
E
G
A

A
b
t.
Ⅰ
,
B
d
.
27,

S
.
446.

20
）

F
.
E
n
g
els,

A
n
teil d

er A
rb
eit a

n d
er M

en
sch

w
erd

u
n
g d

es A
ffen

.
in
:
M
E
G
A

A
b
t.
Ⅰ
,
B
d
.
26,

S
.
551.

21
）

人
間
と
自
然
の
共
生
に
つ
い
て
は
、
尾
関
周
二
『
現
代
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
共
生
・
共
同
』
青
木
書
店
、
一
九
九
五
年
、
参
照
。

ま
た
、「
環
境
管
理
」
に
つ
い
て
は
、
国
連
環
境
計
画
（U

N
E
P

）
の
事
務
局
長
の
Ｍ
・
Ｋ
・
ト
ル
バ
が
「
単
に
環
境
を
管
理
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
…
環
境
に
影
響
を
与
え
る
す
べ
て
の
人
間
活
動
を
管
理
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」（『
破
壊
な
き
開
発
｜
｜
変
容
す
る
環
境

概
念
』
ハ
イ
ラ
イ
フ
出
版
、
一
九
八
三
年
、
一
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
大
切
な
視
点
で
あ
る
。

22
）

K
.
M
a
rx
,
D
a
s K

a
p
ita
l.
in
:
M
E
G
A

A
b
t.
Ⅱ
,
B
d
.
6,
S
.
192,

B
d
.
15,

S
.
795.

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
）
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