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地
球
環
境
問
題
に
対
す
る
経
済
学
か
ら
の
三
つ
の
論
点

八
巻　

節
夫

１　

は
じ
め
に

　

本
日
は
、
10
年
ほ
ど
前
に
ド
イ
ツ
で
私
の
つ
た
な
い
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
に
快
く
応
じ
て
い
た
だ
い
た
、
尊
敬
す
る
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ

ッ
カ
ー
博
士
と
再
会
で
き
、
一
緒
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
で

き
て
こ
の
上
な
い
喜
び
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
博
士
は
ド
イ
ツ
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
税
制

改
革
の
１
９
９
８
年
導
入
の
文
字
通
り
の
中
心
人
物
で
あ
り
、

博
士
が
い
な
か
っ
た
ら
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
存

在
で
す
。
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
税
制
改
革
と
は
、
個
別
の
環
境
税
の

導
入
に
と
ど
ま
ら
ず
、
税
制
そ
の
も
の
を
グ
リ
ー
ン
化
す
る
も

の
で
す
。
と
り
わ
け
、
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
博
士
の
主
張
は
、

労
働
要
素
に
対
す
る
課
税
を
強
化
し
て
き
た
先
進
諸
国
の
税
制

は
、
環
境
要
素
の
希
少
性
が
高
ま
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
﹁
時

代
逆
行
﹂
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
今
や
課
税
の
重
点
を
労
働
か

ら
環
境
へ
衣
替
え
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
ま
す
。

こ
う
す
る
こ
と
で
環
境
要
素
の
大
切
さ
が
市
場
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。

◇

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
、
私
は
、
現
代
物
質
文
明
を

根
底
的
に
支
え
て
い
る
現
代
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
ど
こ
に
問

題
が
あ
る
の
か
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
変
革
の
た
め
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の
基
本
的
哲
学
を
大
乗
仏
教
に
求
め
、
仏
法
哲
学
が
物
質
文
明

を
転
換
す
る
基
軸
は
、﹁
生
命
哲
学
﹂
に
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り

に
し
て
、
最
後
に
そ
れ
を
経
済
シ
ス
テ
ム
へ
適
用
し
た
﹁
生
命
価

値
経
済
﹂を
提
言
し
た
い
と
思
う
。

　

地
球
環
境
問
題
に
関
す
る
国
連
主
催
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
が
初

め
て
開
催
さ
れ
た
の
は
、
い
ま
か
ら
40
年
程
前
の
１
９
７
２
年

で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同
じ
年
に
出
版
さ
れ
た
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
の

構
想
を
ま
と
め
た﹃
成
長
の
限
界
』で
は
、﹁
現
在
の
成
長
が
そ
の

ま
ま
続
く
な
ら
、
来
る
べ
き
１
０
０
年
以
内
に
地
球
上
の
成
長

は
限
界
点
に
達
す
る
﹂
と
し
て
成
長
へ
の
厳
し
い
警
告
を
発
し

た
。

　

そ
れ
か
ら
20
年
後
、
１
９
９
２
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ

ャ
ネ
イ
ロ
で
再
び
開
か
れ
た
地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、﹁
持
続
的
発

展
﹂
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
21
世
紀
に
向
か
っ
て
﹁
地
球
環
境
の
保

全
﹂と﹁
開
発
﹂と
の
両
立
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
の
年
に
出
さ
れ
た

ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
の
新
著
が
﹃
限
界
を
超
え
て
』
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
は
、
前
著
よ
り
も
厳
し
い
態
度
で
、﹁
１
９
９
５
年
に
、
持
続

性
の
あ
る
社
会
の
実
現
に
着
手
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
破
局
は
回

避
で
き
る
。
着
手
の
時
期
が
そ
れ
よ
り
20
年
遅
れ
れ
ば
、
破
局

は
不
可
避
で
あ
る
﹂と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
﹃
成
長
の
限
界
』
の
最
初
の
警
告
か
ら
今
ま
で
地
球
環
境
改
善

の
た
め
に
、
人
類
は
い
か
な
る
努
力
を
し
た
か
。
世
界
人
口
は

36
億
人
か
ら
68
億
人
に
67
％
増
、
自
動
車
保
有
台
数
は
２
億
５

千
万
台
か
ら
９
億
２
０
０
０
万
台
へ
４
倍
強
、
石
油
消
費
量
は

１
７
０
億
バ
レ
ル
か
ら
３
０
６
億
バ
レ
ル
へ
１
・
８
倍
増
加
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
事
態
は
改
善
す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
な
り

の
ス
ピ
ー
ド
で
悪
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
地
球

温
暖
化
の
主
因
と
さ
れ
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
も
、
２
０
０
５
年
ま
で

の
こ
こ
30
年
間
に
１
５
２
億
ト
ン
か
ら
２
６
２
億
ト
ン
に
１
・

７
倍
も
増
加
し
て
し
ま
っ
た
の
も
当
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
量
生
産
︲
大
量
消
費
︲
大
量
廃
棄
を
も
た

ら
す
傾
向
性
を
も
つ
現
代
物
質
文
明
そ
の
も
の
が
い
ま
大
き
く

問
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
新
し
い
文
明
の
夜
明
け
の
曙

光
は
個
別
的
に
は
随
所
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

い
ま
物
質
文
明
に
代
わ
る
新
し
い
文
明
の
登
場
が
待
た
れ
て
い

る
の
だ
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
一
つ
に
な
っ
て

時
代
の
転
換
を
も
た
ら
す
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
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２　

現
代
物
質
文
明
か
ら
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
：

　
　
　

西
洋
と
東
洋
の
相
補
性

　

市
場
シ
ス
テ
ム
は
現
代
の
物
質
文
明
を
支
え
る
装
置
で
あ
り
、

ほ
か
の
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ
た
絶
妙

な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
市

場
経
済
中
心
の
経
済
学
が
視
野
に
入
れ
る
の
は
、
市
場
価
値
の

あ
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
成
果
は
市
場
価

値
の
合
計
で
あ
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長

や
効
率
の
み
が
目
指
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
拡
大

が
わ
れ
わ
れ
の
幸
福
増
進
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
な
い
こ
と

は
、
既
に
各
面
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
端
的
に
示
す
身
近
な
一
つ
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
交
通

事
故
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
事
故
が
起
こ
れ
ば
、
本
人
は
肉
体
的
・

精
神
的
打
撃
を
受
け
、
幸
福
度
は
急
速
に
落
ち
込
む
の
に
、
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
ほ
う
は
警
察
や
救
急
車
、
保
険
屋
さ
ん
の
出
動
、
交
通

渋
滞
、
自
動
車
修
理
、
病
院
治
療
や
薬
販
売
、
お
見
舞
い
の
花

束
の
販
売
な
ど
な
ど
、た
ち
ま
ち
増
加
し
て
い
く
の
だ
。
同
じ
く
、

戦
争
が
起
こ
っ
て
も
、
ご
み
廃
棄
量
が
増
え
て
も
、
環
境
汚
染

も
ひ
ど
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
増
大
す
る
。
要
す
る
に
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
は
善
も
悪
も
幸
も
不
幸
も
な
い
。
た
だ
市
場
に
計
上

さ
れ
る
価
値
の
増
大
だ
け
が
ク
ー
ル
に
総
計
さ
れ
る
だ
け
な
の

で
あ
る
。

　

高
瀬
は
﹁
経
済
学
は
ま
さ
に
西
洋
近
代
の
申
し
子
で
あ
っ
た

し
、
西
欧
的
体
質
、
そ
の
し
が
ら
み
を
深
く
背
負
い
込
ん
だ
形

で
発
展
し
て
き
た
﹂
と
断
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、﹁
経
済
学
は
、

科
学
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
た
め
に
か
え
っ
て
指
数
や
数
理
的
手

法
そ
の
も
の
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
コ
ト
の
本
質
を
見
失
っ
て
き

た
と
言
え
る
。
現
代
経
済
学
の
多
種
多
様
な
分
析
手
法
は
、
そ

れ
ぞ
れ
独
立
的
に
優
れ
た
機
能
を
発
揮
す
る
も
の
の
、
自
然
環

境
や
人
間
活
動
の
環
境
に
、
思
わ
ぬ
落
と
し
穴
を
も
た
ら
す
結

果
と
な
っ
て
い
る
﹂と
主
張
し
て
い
るあ
。

　

現
実
の
経
済
現
象
は
、
独
立
の
個
別
要
素
に
還
元
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
多
様
な
要
素
の
複
合
的
な
相

互
作
用
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
社
会
は
、
経
済
学
が
想
定

す
る
ほ
ど
可
逆
的
で
自
然
生
態
系
か
ら
独
立
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
生
態
系
は
多
様
な
種
と
の
共
生
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

地
球
環
境
問
題
の
本
質
は
こ
う
し
た
生
態
系
の
現
実
か
ら
目
を
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そ
ら
し
、
が
む
し
ゃ
ら
に
市
場
価
値
に
対
す
る
人
間
欲
望
を
肥

大
化
さ
せ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

環
境
問
題
は
文
明
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
く
る

と
結
論
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
環
境
は﹁
人
間
と
技
術
と
自
然
﹂

の
関
係
の
在
り
方
、
つ
ま
り
文
明
そ
の
も
の
の
在
り
方
に
か
か

わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
球
環
境
問

題
の
本
質
的
解
決
の
た
め
に
は
、
現
代
物
質
文
明
の
転
換
こ
そ

が
求
め
ら
れ
て
く
る
。

　
﹁
西
欧
の
没
落
﹂
を
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
機
械
論
的
、
要

素
還
元
主
義
を
基
調
と
す
る
近
代
科
学
技
術
の
限
界
は
明
白
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
東
洋
思
想
に
つ
い
て
は
、
現
実
の
効
率
追

求
の
経
済
に
は
不
適
で
あ
り
、
現
実
の
具
体
的
解
決
の
点
で
劣

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
印
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

以
下
の
点
で
東
洋
思
想
は
西
洋
科
学
文
明
よ
り
優
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　

①
非
連
続
的
な
自
然
観
で
な
く
、
有
機
的
自
然
観
、
②
要
素

還
元
的
な
分
離
思
想
で
な
く
、
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
考
、

③
閉
鎖
的
モ
デ
ル
で
な
く
、
開
放
的
文
明
モ
デ
ル
、
④
二
分
法

に
基
づ
く
一
元
主
義
で
は
な
く
、
多
元
的
価
値
や
文
化
の
相
補

性
を
重
視
す
る
﹁
縁
起
思
想
﹂、
⑤
平
板
な
没
価
値
や
価
値
相
対

化
に
よ
る
価
値
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、﹁
他
者
へ
の
貢
献
﹂
や

﹁
少
欲
知
足
﹂
な
ど
明
確
な
善
悪
や
倫
理
基
準
が
あ
る
、
な
ど
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
世
界
を
席
巻
し
て
き
た
西
欧
近
代

文
明
は
、
地
球
環
境
問
題
に
直
面
し
て
、
見
直
し
の
対
象
に
す

ぎ
な
い
。
今
や
開
放
的
で
相
補
的
な
東
洋
思
想
に
学
ぶ
点
が
多

い
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
西
洋
思
想
か
ら
東
洋
思
想
に
、

あ
る
い
は
市
場
経
済
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
転
換
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
主
張
に
は
同
意
で
き
な
い
。
要
は
、
地
球
環
境
問
題

の
解
決
の
視
点
か
ら
、
現
代
物
質
文
明
お
よ
び
そ
の
中
心
た
る

市
場
経
済
に
は
い
か
な
る
問
題
が
あ
る
の
か
を
明
確
に
し
て
、

西
洋
と
東
洋
の
文
明
間
の
対
話
を
重
ね
、
現
実
的
解
決
を
探
る

た
め
の
文
明
転
換
を
い
か
に
実
現
し
て
い
く
か
を
探
る
こ
と
こ

そ
大
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
ま
ず
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
に

は
い
か
な
る
本
質
的
な
欠
陥
が
あ
る
か
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み

よ
う
。
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３　

経
済
学
が
想
定
す
る
人
間
欲
望
と
満
足
：

　
　
　

そ
の
限
界
を
超
え
て

　

市
場
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
伝
統
的
経
済

学
は
、
生
態
系
や
心
理
学
の
観
点
か
ら
み
る
と
二
つ
の
重
大
な

欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
消
費
行
動
と
人
間
の
満
足
に

関
す
る
人
間
欲
望
の
考
察
が
浅
薄
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
人
間
生
活
に
と
っ
て
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な

い
エ
コ
ロ
ジ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
度
外
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
１
）人
間
の
欲
望
と
満
足

　

ま
ず
第
一
の
問
題
か
ら
考
察
し
よ
う
。
経
済
学
で
は
、
一
定

の
所
得
を
欲
求
の
高
い
順
に
充
足
さ
せ
る
こ
と
で
、
結
果
的
に

最
大
の
満
足
を
得
ら
れ
る
こ
と
、
消
費
を
増
加
さ
せ
れ
ば
、
消

費
に
よ
る
満
足
は
逓
減
す
る
が
全
体
の
総
満
足
は
増
え
る
こ
と

を
教
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
あ
る
一
定
水
準
の
衣
食
住
の

基
本
的
生
活
欲
求
ま
で
の
話
で
、
そ
の
先
の
消
費
に
つ
い
て
の

欲
求
度
は
か
な
り
あ
や
ふ
や
で
あ
る
。

　

ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
や
デ
ュ
ー
ゼ
ン
ベ
リ
ー
な
ど
を
持
ち
出
す
ま

で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
消
費
欲
求
は
、
企
業
の
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
に
踊
ら
さ
れ
、
自
己
の
真
の
欲
望
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
あ
る
い
は
常
日
頃
付
き
合
う
人
々

の
社
会
的
ス
テ
イ
タ
ス
に
左
右
さ
れ
た
り
、
商
品
そ
の
も
の
よ

り
も
そ
れ
が
象
徴
す
る
情
報
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
そ
こ
で

は
見
せ
び
ら
か
し
や
他
者
と
の
比
較
な
ど
相
対
的
な
性
質
の
も

の
が
多
い
。

　

こ
う
し
た
消
費
の
世
界
で
は
、
欲
求
度
の
高
さ
な
ど
は
そ
の

時
々
の
状
況
で
著
し
く
変
わ
る
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る

状
態
で
全
く
無
関
心
だ
っ
た
も
の
が
、
他
の
状
態
で
は
切
迫
し

た
欲
求
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
商
品
を
得
た
と
思

っ
て
も
、
た
ち
ま
ち
満
足
は
色
あ
せ
て
い
く
。
現
代
人
は
、
物

が
豊
富
で
あ
る
こ
と
が
当
た
り
前
と
な
っ
て
、
無
い
こ
と
に
大

き
な
不
満
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
の
不

足
に
対
す
る
耐
性
が
著
し
く
弱
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し

て
、
最
大
満
足
を
得
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
果
て
し
な
く
続

く
欲
求
不
満
の
拡
大
に
終
わ
る
の
が
常
で
あ
る
。﹁
満
足
の
限
界
﹂

が
こ
れ
で
あ
る
。

　

図
１
は
、
消
費
の
満
足
の
限
界
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
い
た

も
の
で
あ
る
。
消
費
は
あ
る
一
定
水
準
ま
で
は
消
費
の
拡
大
に
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つ
れ
て
満
足
度
は
上
昇
し
て
い
く
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
超
過
し

た
過
大
消
費
は
、
得
ら
れ
る
満
足
が
小
さ
い
ば
か
り
で
な
く
、

人
間
の
貪
欲
が
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
欲
求
度
が
急
速
に

高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
欲
求
と

満
足
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
欲
求
不
満
は
消
費
増
加
に
つ
れ

て
加
速
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
過
剰
消
費
は
、
経
済
的
欲

望
の
消
費
に
よ
る
効
用
ば
か
り
で
な
く
、
名
誉
欲
、
勝
他
欲
、

見
栄
、
支
配
欲
、
権
力
欲
な
ど
の
社
会
的
・
心
理
的
欲
望
が
複

雑
に
ま
じ
り
あ
い
、
貪
欲
と
結
び
つ
い
て
、
わ
が
身
を
こ
が
し

て
い
く
。

　

消
費
の
拡
大
が
逆
に
欲
求
不
満
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
と
い
う

指
摘
は
、
消
費
の
拡
大
が
総
満
足
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
伝
統

的
経
済
学
の
命
題
を
覆
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
引
き
起
こ
す

の
は
、
ま
さ
に
人
間
欲
望
の
奥
底
に
あ
る
﹁
貪
欲
﹂
の
な
せ
る
業

で
あ
る
。
川
田
は
人
間
の
貪
欲
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。﹁
貪
欲
と
は
、
欲
望
の
無
限
の
開
放
で
あ
り
、
そ
れ
は

決
し
て
満
足
の
感
情
を
も
た
ず
、
き
わ
め
て
自
己
中
心
的
で
あ

る
﹂い。
い
わ
ゆ
る﹁
欲
望
の
魔
性
﹂が
こ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の

よ
う
な
人
間
貪
欲
状
況
を
拡
大
さ
せ
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
西
洋

図1：満足の限界と持続可能な汚染レベル

不満足

総満足

欲求不満の拡大

消費

欲
求
満
足
不
満
足

環
境
汚
染

欲望調和レベル

e

持続可能汚染レベル

s

欲求水準
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物
質
文
明
だ
と
川
田
は
結
論
づ
け
て
い
るう
。

　

川
田
に
よ
る
と
、
人
間
欲
望
は
基
本
的
に
次
の
三
つ
に
分
類

で
き
る
。﹁
本
能
的
欲
望
﹂、﹁
社
会
・
経
済
的
欲
望
﹂、
そ
し
て

人
間
精
神
を
支
え
る﹁
精
神
的
欲
望
﹂が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
う
し
た
欲
望
の
奥
に
さ
ら
に
生
命
の
合
一
を
願
う
﹁
本
源
的
欲

望
﹂と
も
い
う
べ
き
根
源
的
欲
望
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
本
能
的
欲
望
、
経
済
・
社
会
的
欲
望
、
精
神
的
欲

望
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
根
源
で
あ
る
生
命
の
奥
底
か
ら
湧

き
上
が
る
﹁
本
源
的
欲
望
﹂
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が

多
様
な
姿
で
現
れ
て
く
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
人
間
欲
望
の
多

層
性
と
相
互
作
用
を
考
慮
す
れ
ば
、
三
つ
の
欲
望
が
現
象
面
と

し
て
現
れ
た
も
の
は
、
個
別
に
明
確
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
混
合
現
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
伝

統
的
経
済
学
が
想
定
す
る
消
費
は
そ
の
う
ち
の
本
能
的
欲
望
お

よ
び
経
済
的
生
に
対
応
す
る
欲
望
の
定
性
的
部
分
を
抜
き
取
っ

た
量
的
一
断
面
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
現
実
を
著
し
く
単
純
化
し
、

相
互
の
関
係
性
を
離
脱
・
分
断
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

わ
き
ま
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

前
述
の
図
１
で
は
、
消
費
は
あ
る
一
定
水
準
ま
で
は
消
費
の

拡
大
に
つ
れ
て
満
足
度
は
上
昇
し
て
い
く
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を

超
過
し
た
過
大
消
費
は
、
得
ら
れ
る
満
足
が
小
さ
い
ば
か
り
で

な
く
、
人
間
の
貪
欲
が
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も

燃
え
盛
る
火
の
ご
と
く
欲
求
度
が
急
速
に
高
ま
っ
て
い
く
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
上
述
の
人
間
欲
望
の
多
層
性
か

ら
容
易
に
理
解
で
き
る
。

　

森
岡
は
、
著﹃
無
痛
文
明
論
』に
お
い
て
、
現
代
文
明
を﹁
無
痛

文
明
﹂
と
特
色
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
現
代
人
が
あ
た
か
も

﹁
集
中
治
療
室
﹂
で
管
理
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム

や
サ
ー
ビ
ス
、
娯
楽
、
人
間
関
係
、
宗
教
ま
で
も
が
﹁
無
痛
文
明

装
置
﹂
と
化
す
。
人
々
が
快
楽
を
求
め
、
苦
痛
を
さ
け
る
方
向
を

指
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
歓
び
を
失
っ
て
い
く
様
を
活

写
し
て
い
る
。
森
岡
の
い
う﹁
無
痛
文
明
﹂と
は
、﹁﹃
身
体
の
欲
望
』

が﹃
生
命
の
よ
ろ
こ
び
』を
奪
い
取
っ
て
い
く
と
い
う
仕
組
み
が
、

社
会
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
整
然
と
組
み
込
ま
れ
、
社
会
の
隅
々

に
ま
で
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
たえ
﹂
文
明
で
あ
り
、
さ
ら
に
、﹁
そ
れ

ら
に
取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
﹃
生
命
の
よ

ろ
こ
び
』
を
ど
こ
ま
で
も
果
て
し
な
く
見
失
っ
て
い
くお
﹂
と
指
摘

し
て
い
る
。
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森
岡
の
言
う﹁
身
体
の
欲
望
﹂は
、
自
分
の
ほ
し
い
快
や
刺
激
、

安
楽
さ
や
快
適
さ
を
、
で
き
る
だ
け
多
く
手
に
入
れ
る
よ
う
に

し
た
い
と
い
っ
た
欲
望
で
あ
り
、
す
き
あ
ら
ば
自
分
の
快
適
領

域
を
拡
大
し
、
そ
の
た
め
に
は
他
人
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
仕
方
な
い
と
す
る
あ
く
な
き
欲
求
の
追
求
で
あ
る
。
こ

れ
は
ま
さ
に
﹁
欲
望
の
魔
性
﹂
で
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
の
隅
々
ま

で
浸
透
し
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
々
を
﹁
欲
望
の
魔
性
﹂
か
ら

解
き
放
つ
た
め
に
も
、
過
剰
消
費
社
会
に
速
や
か
に
ブ
レ
ー
キ

を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
２
）エ
コ
ロ
ジ
ー
と
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー

　

伝
統
的
経
済
学
の
も
う
一
つ
の
欠
陥
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
・
シ
ス

テ
ム
を
度
外
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
市
場
経
済
で
は
、
市
場

価
値
を
も
た
な
い
が
人
間
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
な
二
つ
の
領

域
が
欠
落
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
生
態
系
︵
エ
コ
ロ
ジ
ー
・
シ
ス
テ

ム
︶
と
し
て
総
称
さ
れ
る
自
然
環
境
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
家
庭

や
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
共
同
体
で
あ
る
。
人
間
を
は
じ
め
生

物
体
は
こ
う
し
た
基
盤
な
し
に
生
活
す
る
こ
と
は
持
続
不
可
能

で
あ
り
十
全
な
も
の
で
は
な
い
。

　

伝
統
的
経
済
学
で
は
、﹁
自
然
は
、
こ
れ
が
交
換
価
値
を
も
つ

こ
と
が
で
き
、
交
換
価
値
の
中
に
社
会
的
関
係
を
表
現
す
る
と

き
に
、
そ
し
て
そ
の
と
き
に
の
み
、
交
換
価
値
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
た
合
理
性
に
基
づ
い
て
社
会
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
るか
﹂。
つ
ま
り
、
逆
に
い
え
ば
、
自
然
が
交
換
価
値
と

し
て
利
用
で
き
な
い
限
り
、
経
済
学
の
分
析
対
象
に
な
り
え
な

い
。
そ
の
場
合
、
自
然
は
も
は
や
経
済
学
の
テ
ー
マ
か
ら
外
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
自
然
の
中
で
も
地
代
と
い
う
交
換
価
値
を
生
む

土
地
と
か
、
森
か
ら
伐
採
さ
れ
た
材
木
や
畑
の
農
産
物
と
か
天

然
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
商
品
形
態
を
と
り
う
る
も
の

は
市
場
価
格
を
も
ち
経
済
学
の
対
象
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
は
自
然
の
も
つ
全
体
的
な
生
態
系
か
ら
切
り
取
ら

れ
た
部
分
に
す
ぎ
ず
、
生
き
た
自
然
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
イ

ム
ラ
ー
は
こ
の
点
に
関
し
て
、﹁
自
然
を
使
用
し
て
そ
の
効
用
を

求
め
て
や
ま
な
い
商
品
所
有
者
に
よ
る
自
然
の
従
属
化
は
、
驚

嘆
す
べ
き
仕
方
で
相
互
に
結
合
し
合
っ
て
い
る
自
然
の
物
象
的

連
関
を
切
り
裂
い
て
し
ま
うき
﹂
と
実
に
示
唆
的
な
指
摘
を
し
て
い

る
。

　

市
場
で
は
商
品
形
態
を
と
っ
た
﹁
断
片
と
し
て
の
自
然
﹂
し
か
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登
場
し
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
生
活
者
と
し
て
の
生
き
た

人
間
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
生
き
た
自
然
を
断
ち
切
っ
た
生
活

な
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
人
間
、
否
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る

も
の
が
自
然
を
生
命
維
持
の
も
っ
と
も
重
要
な
基
盤
と
し
て
い

る
こ
と
は
改
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
。

　

自
然
環
境
は
人
間
が
生
物
体
で
あ
る
限
り
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
当
た
り
前
の
事
実
が
経
済
学
や
市
場
シ
ス
テ
ム
で
は
度
外

視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
然
環
境
の
軽
視
の
市

場
シ
ス
テ
ム
や
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
物
質
文
明
、
そ
し
て
そ
の

延
長
線
上
に
あ
る
大
量
生
産
︲
大
量
消
費
︲
大
量
廃
棄
の
歴
史
が
、

現
在
の
地
球
環
境
破
壊
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

他
方
で
、
生
命
体
が
生
命
維
持
す
る
た
め
に
は
絶
え
ず
エ
ン

ト
ロ
ピ
ー
を
増
大
さ
せ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
厳
然

た
る
事
実
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
に
人
類
が
よ
う
や
く
気
付

き
始
め
た
の
は
、
20
世
紀
の
中
ご
ろ
の
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の

注
目
す
べ
き
著
書
以
降
の
こ
と
で
あ
るく
。

　

シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
主
張
を
要
約
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
生

命
体
は
、
絶
え
ず
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
増
大
さ
せ
て
生
き
て
い
る
。

そ
の
流
れ
は
取
り
戻
し
が
き
か
な
い
不
可
逆
性
を
も
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
シ
ュ
レ
デ
ィ

ン
ガ
ー
が
、
生
命
体
が
単
純
一
方
向
に
流
れ
る
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー

増
大
の
過
程
で
滅
び
ず
に
生
き
て
い
ら
れ
る
の
は
、
低
エ
ン
ト

ロ
ピ
ー
を
絶
え
ず
摂
取
し
て
増
大
す
る
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
相
殺

し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ

セ
ス
こ
そ
、
日
常
行
っ
て
い
る﹁
物
質
代
謝
﹂な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
の
法
則
の
発
見
は
、
ま
さ
に

地
球
環
境
の
観
点
か
ら
従
来
の
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
に
転
換
を

迫
る
も
の
で
あ
り
、﹁
第
二
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
﹂
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
の
革
新
性
を
も
っ
て
い
る
。
エ
ン
ト

ロ
ピ
ー
増
大
の
法
則
は
、
し
か
し
一
部
の
経
済
学
者
に
よ
っ
て

そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
も
の
のけ
、
伝
統
的
経
済
学
や
市
場

経
済
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
は
、
そ
の
重
大
性
を
自
覚
的
に
取
り

上
げ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
﹁
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
危
機
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理

解
し
て
お
こ
う
。
図
２
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
済
循
環
を
エ
ン
ト

ロ
ピ
ー
と
い
う
視
点
か
ら
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
は
、
製

品
を
生
産
す
る
﹁
ポ
ジ
﹂
の
生
産
過
程
が
成
り
立
つ
に
は
、
必
ず

低
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
投
入
に
よ
っ
て
﹁
ネ
ガ
﹂
の
高
エ
ン
ト
ロ
ピ
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ー
を
排
出
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
を
簡
明
に
物
語
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
間
の
生
活
の
た
め
に
な
す
消
費
過
程

も
同
じ
よ
う
に
常
に
高
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
棄
て
る
過
程
を
伴
う
。

こ
れ
は
生
命
維
持
の
た
め
の
物
質
代
謝
ば
か
り
で
な
く
、
家
具

や
自
動
車
な
ど
身
の
周
り
の
あ
ら
ゆ
る
製
品
の
購
入
も
、
そ
れ

が
生
産
さ
れ
る
過
程
で
様
々
な
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
と

高
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
排
出
を
伴
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
同
じ

結
果
に
な
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の

消
費
生
活
や
生
産
活
動
そ
れ
自
体
が
、
生
命
維
持
に
と
っ
て
﹁
ポ

ジ
﹂で
あ
る
と
同
時
に
必
然
的
に﹁
ネ
ガ
﹂の
高
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を

生
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
や
こ
う
し
た

消
費
︲
生
産
過
程
の
﹁
ネ
ガ
﹂
の
過
剰
が
地
球
環
境
さ
え
脅
か
す

状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
。

　

伝
統
的
経
済
学
お
よ
び
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
市
場
経
済
シ
ス

テ
ム
、
そ
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
大
量
生
産
︲
大
量
消
費

の
物
質
文
明
が
、
経
済
循
環
に
必
然
的
に
伴
う
高
エ
ン
ト
ロ
ピ

ー
と
い
う
﹁
ネ
ガ
﹂
の
部
分
を
考
察
か
ら
完
全
に
欠
落
さ
せ
て
い

る
と
い
う
重
大
な
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
い
ま
大
き
く

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

図2：生産過程とエントロピー
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４　

大
乗
仏
教
と
生
命
価
値
文
明
の
倫
理

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
物
質
文
明
お
よ
び
市
場
経
済
シ

ス
テ
ム
に
は
地
球
環
境
の
観
点
か
ら
み
て
極
め
て
重
大
な
欠
陥

が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
満
足
の
限
界
と
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー

の
危
機
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
深
刻
に
認
識
す
れ

ば
、
西
洋
物
質
文
明
の
限
界
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
克

で
き
る
文
明
は
﹁
生
命
価
値
文
明
﹂
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
次
元
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

物
質
文
明
や
伝
統
的
経
済
学
が
想
定
す
る
人
間
欲
望
の
と
ら
え

方
が
単
調
す
ぎ
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
生
命
の
多
次
元
に
わ
た

る
探
求
を
基
盤
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
端
的
に

現
れ
て
い
る
の
は
、﹁
物
的
豊
か
さ
が
人
間
の
幸
福
を
増
す
﹂
と

い
っ
た
経
済
学
の
浅
薄
な
幸
福
観
で
あ
る
。
川
田
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
仏
法
を
基
礎
と
し
た
生
命
哲
学
が
と
ら
え
る
人
間

の
欲
望
や
意
識
の
深
さ
と
多
様
さ
に
は
驚
嘆
す
べ
き
も
の
が
み

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
深
い
次
元
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
生
命
哲
学

を
ベ
ー
ス
に
し
て
は
じ
め
て
﹁
欲
望
の
限
界
﹂
を
克
服
す
る
確
か

な
可
能
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
西
洋
物
質
文
明
に
よ
る
自
然
の
と
ら
え
方
が

問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
者
が
指
摘
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
間
と
自
然
の
二
分
法
、
否
、
両
者
の
分

離
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
然
は
人
間
の
た
め
に
あ
り
、
人
間
が
生

き
る
た
め
に
自
然
を
支
配
し
、
利
用
し
尽
く
し
て
も
よ
い
と
す

る
﹁
人
間
中
心
主
義
﹂
の
傲
慢
さ
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
人
間
と

自
然
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
、
仏
法
は
現
代
の
生
態
学
に
通
じ

る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
上
回
る
ほ
ど
の
刮
目
す
べ
き
哲
学
を
展

開
し
て
い
る
。

　

仏
法
に
よ
る
生
命
哲
学
は
現
実
逃
避
の
﹁
ロ
マ
ン
主
義
的
な
﹂

幻
想
を
む
や
み
に
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
現
実
の

産
業
文
明
を
直
視
し
、
煩
悩
の
渦
巻
く
﹁
病
ん
だ
﹂
市
場
価
値
経

済
シ
ス
テ
ム
か
ら
生
命
価
値
経
済
シ
ス
テ
ム
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
を
示
唆
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
内
容
を﹁
デ
ィ
ー
プ
・

エ
コ
ロ
ジ
ー
﹂と
比
較
し
な
が
ら
見
て
み
よ
う
。

　
﹁
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
﹂
の
主
張
す
る
意
識
革
命
の
必
要

性
そ
の
も
の
は
全
く
正
し
い
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
﹁
病
ん
だ
市

場
シ
ス
テ
ム
﹂
改
善
は
望
む
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

﹁
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
﹂
に
対
す
る
批
判
は
、
こ
う
し
た
意
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識
革
命
や
価
値
観
の
転
換
の
方
法
を
説
い
て
い
な
い
こ
と︵﹁
デ
ィ

ー
プ
エ
コ
ロ
ジ
ー
﹂
が
言
う
よ
う
な
ヨ
ガ
や
座
禅
で
煩
悩
の
渦
巻
く
現
代

人
の
﹁
欲
望
の
魔
性
﹂
を
克
服
す
る
と
は
思
え
な
い
︶、
人
間
非
中
心
主

義
︵
自
然
中
心
主
義
︶
の
も
つ
矛
盾
を
解
決
で
き
て
い
な
い
こ
と
に

向
け
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
生
態
系
に
生
き
る
他
の
生
命
体
と

完
全
に
平
等
に
生
き
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
は
な
い
か
。
こ
う

し
た
﹁
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
﹂
に
対
し
て
、
そ
の
帰
結
は
現

実
の
環
境
問
題
の
解
決
を
模
索
す
る
こ
と
を
避
け
、
逆
に
欲
望

を
殺
し
た
禁
欲
的
生
活
の
勧
め
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
、
森
岡

は
手
厳
し
い
批
判
の
矢
を
向
け
て
い
るこ
。

　

デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
主
張
に
対
し
て
、
大
乗
仏
教
の

観
点
は
意
識
変
革
と
い
う
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
同
じ
方

向
を
目
指
し
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
ま
る
で
異
な
る
も
の
を
も

っ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
﹁
依
正
不
二
論さ﹂
で
あ
る
。
仏
法
の

依
正
不
二
論
は
、
現
代
エ
コ
ロ
ジ
ー
論
が
主
張
し
て
い
る
人
間

と
自
然
の
相
即
関
係
を
深
く
洞
察
し
た
命
題
で
あ
る
。
こ
う
し

た
命
題
は
、
次
の
よ
う
に
環
境
問
題
解
決
に
と
っ
て
重
要
な
い

く
つ
か
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。

　

第
一
に
、
主
体
た
る
生
命
体
と
客
体
た
る
自
然
・
環
境
は
一

体
で
あ
り
、
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
現
代
の
共
生
思
想
が
人
間
は
自
然
と
共
生
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

と
説
く
と
き
、
そ
こ
に
は
未
だ
に
人
間
と
自
然

の
間
が
分
離
し
て
い
る
が
ご
と
き
観
念
が
潜
ん
で
い
る
。
依
正

不
二
論
の
不
二
と
い
う
考
え
の
中
に
、﹁
人
間
は
自
然
と
の
共
生

な
し
に
は
生
き
て
い
け
な
い
﹂
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
人
間
一

人
ひ
と
り
が
主
体
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離
す
こ
と
の
で

き
な
い
固
有
の
環
境
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
主

体
を
離
れ
た
﹁
自
然
中
心
主
義
﹂
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な

る
。

　

ま
た
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
依
正
不
二
論
を
仏
教
の
縁
起
論

と
関
連
づ
け
て
、﹁
人
間
界
で
あ
れ
自
然
界
で
あ
れ
、
単
独
で
存

在
し
て
い
る
も
の
は
な
く
、
全
て
が
互
い
に
縁
と
な
り
な
が
ら

現
象
界
を
形
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
象
の
あ
り
の
ま
ま

の
姿
は
、
個
別
性
と
い
う
よ
り
も
関
係
性
や
相
互
依
存
性
を
根

底
と
し
て
い
る
。
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
互
い
に

関
係
し
依
存
し
合
い
な
が
ら
、
生
き
た
一
つ
の
コ
ス
モ
ス
、
哲

学
的
に
い
う
な
ら
ば
、
意
味
連
関
の
構
造
を
成
し
て
い
る
と
い

う
の
が
、
大
乗
仏
教
の
自
然
観
の
骨
格し﹂
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
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る
。

　

し
か
し
第
二
に
、
依
正
不
二
論
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
池
田
会
長
は
﹁︵
主
観
世
界
と
客
観
世
界
の
︶
相
即
の
仕
方
は
、

客
体
化
さ
れ
た
二
つ
の
世
界
が
一
体
と
な
る
と
い
っ
た
ス
タ

テ
ィ
ッ
ク︵
静
的
︶な
も
の
で
は
な
い
。﹃
依
報
』で
あ
る
森
羅
万
象

も
、﹃
正
報
』
と
い
う
内
発
的
な
生
命
の
発
動
を
離
れ
て
あ
り
え

な
い
と
い
う
極
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
か
つ
実
践
的
色
彩
が
強
い

も
の
で
あ
り
ま
すす
﹂
と
意
義
づ
け
て
い
る
。
植
生
遷
移
や
食
物
連

鎖
を
繰
り
返
し
て
い
る
生
態
系
が
、
生
命
体
と
環
境
と
の
織
り

な
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
作
用
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
ま
さ
に
こ
の
依
正
不
二
論
の
解
釈
が
現
代
に
放
つ
光

彩
は
鮮
や
か
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
第
三
に
、
池
田
が
﹁
実
践
的
な
色
彩
﹂
が
強
い
と
い
う

よ
う
に
、
依
正
不
二
論
は
環
境
保
護
に
対
す
る
き
わ
め
て
実
践

主
義
的
な
能
動
性
を
薫
発
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
個
人
が
貪
欲
の
魔
性
に
取
り
つ
か
れ
た
一
念
を
有

し
、
自
ら
の
依
報
で
あ
る
環
境
を
汚
染
し
続
け
れ
ば
、
そ
れ
が

果
報
と
し
て
自
ら
の
生
命
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
個

人
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
悪
見
渦
巻
く
物
質
文
明
が
時
代

の
濁
り
と
し
て
現
れ
れ
ば
、
地
球
環
境
全
体
を
汚
染
し
て
い
く

結
果
を
招
き
、
人
類
の
生
存
を
脅
か
す
。
以
上
の
よ
う
な
大
乗

仏
教
の
と
ら
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
類
の
一
念
の
変
革
、

つ
ま
り
物
質
文
明
の
転
換
に
よ
っ
て
、
地
球
環
境
を
も
変
革
で

き
る
原
理
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
が
変
革
の

主
体
で
あ
る
こ
と
、
物
質
文
明
の
転
換
と
い
っ
て
も
、
個
人
自

ら
に
内
在
す
る
貪
欲
を
い
か
に
克
服
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
依
正
不
二
論
に
お
け
る
地
球
環
境
問
題
に
対
す
る

人
間
の
主
体
的
能
動
性
と
実
践
性
を
み
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

問
題
は
、
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
煩
悩
を
克
服
し
、
菩
薩
的

行
動
が
可
能
に
な
る
の
か
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
も
、
大
乗
仏
教
は
、
深
く
人
間
生
命︵
欲
望
︶

を
と
ら
え
た
基
盤
に
立
つ
論
理
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ

が
﹁
煩
悩
即
菩
提
﹂
の
命
題
で
あ
る
。
便
利
で
快
適
な
暮
ら
し
を

手
に
入
れ
、﹁
無
痛
文
明
﹂
に
ひ
た
り
き
っ
た
現
代
人
の
あ
く
な

き
欲
望
と
い
う
も
の
を
、
単
に
意
識
変
革
に
よ
る
規
律
的
生
活

を
す
る
こ
と
で
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
も
、
実
際
に
は

な
ん
ら
現
実
的
な
力
を
発
揮
し
な
い
。
煩
悩
即
菩
提
論
の
主
張



209

「東洋学術研究」第49巻第２号

経済学からの三つの論点

は
、
人
間
の
欲
望
を
抑
制
し
た
り
捨
て
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

嫉
妬
や
優
越
感
や
権
力
欲
に
取
り
つ
か
れ
た
本
能
的
欲
望
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
利
他
の
行
動
に
使
っ
て
い
く
こ
と
で
解
消
し
て
い

く
、
い
わ
ば
﹁
欲
望
の
止
揚
﹂
を
説
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間

生
命
を
現
象
面
ば
か
り
で
な
く
、
深
層
の
次
元
か
ら
そ
し
て
時

間
的
・
空
間
的
に
も
永
遠
の
宇
宙
ま
で
に
及
ぶ
壮
大
な
生
命
哲

学
を
基
盤
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
説
得
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。

欲
望
を
な
く
す
こ
と
が
死
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、

道
徳
的
欲
望
抑
止
論
は
皮
相
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

現
実
の
市
場
経
済
と
消
費
欲
望
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

煩
悩
即
菩
提
の
観
点
に
立
ち
、
煩
悩
の
過
剰
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
他

者
の
た
め
に
役
立
つ
方
向
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
、
こ
こ
に
こ

そ
意
識
革
命
の
本
義
が
あ
る
。
こ
う
し
た
煩
悩
即
菩
提
の
価
値

観
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
で
、
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
を
欲
望
の
肥

大
化
か
ら
﹁
欲
望
調
和
型
﹂
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な

る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
大
熊
の
示
唆
に
富
む
生
命
再
生
産
循
環
図
式せ
を
、

エ
コ
ロ
ジ
ー
の
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
す
こ
と
を
提
言
し
た
い
。

企
業
は
物
の
生
産
過
程
を
通
じ
て
、
労
働
に
よ
る
生
命
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
消
費
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
大
、

つ
ま
り
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
を
す
る
。
一
方
、
家
計
は
、

物
の
消
費
を
通
じ
て
生
命
の
再
生
産
を
し
て
い
る
と
同
時
に
、

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
大
を
通
し
て
環
境
の
負
荷
を
増
や
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
の
が
、
大
熊
の
図
式

と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
は
経
済
循
環
シ
ス
テ

ム
を
大
熊
の
言
う
よ
う
に
、
単
に
生
命
︵
エ
ネ
ル
ギ
ー
︶
再
生
産
シ

ス
テ
ム
と
し
て
だ
け
考
え
る
の
で
は
な
く
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
ま

で
含
ん
だ﹁
生
命
価
値
﹂再
生
産
シ
ス
テ
ム
と
し
て
と
ら
え
直
し
、

現
代
の
ゆ
が
ん
だ
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト

さ
せ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
﹁
生
命
価
値
﹂
と
は
、
生
命
の
維
持
ば
か
り
で
な
く
、
生
命
力

を
強
め
、
生
の
充
実
感
や
﹁
生
き
る
歓
び
﹂
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る

あ
ら
ゆ
る
価
値
を
さ
し
て
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
生
物
の

多
様
性
を
育
む
自
然
環
境
の
持
続
可
能
性
を
含
む
の
は
当
然
で

あ
る
。

　

物
質
に
ま
み
れ
た
現
代
人
は
、
創
造
的
欲
求
や
美
的
欲
求
、

宇
宙
と
の
合
一
を
願
う
宗
教
的
欲
求
、
あ
る
い
は
新
た
な
挑
戦

や
対
話
や
体
験
的
感
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
家
族
、
地
域
で
の



210

協
調
行
動
、
ま
た
単
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
生
命
的
態
度
そ
の
も
の

か
ら
生
ま
れ
る
価
値
な
ど
、
必
ず
し
も
市
場
価
値
を
伴
わ
な
く

と
も
得
ら
れ
る
満
足
を
重
視
す
べ
き
時
な
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、

多
く
を
消
費
す
る
こ
と
よ
り
も
、
現
在
所
有
す
る
物
に
十
分
な

満
足
を
見
出
し
、
む
し
ろ
他
者
に
物
を
分
け
合
う
こ
と
や
、
人

や
自
然
と
の
対
話
や
体
験
か
ら
得
ら
れ
る
歓
び
に
も
っ
と
多
く

の
価
値
を
見
出
す
べ
き
な
の
だ
。

　

物
の
消
費
の
過
剰
か
ら
得
ら
れ
る
﹁
線
香
花
火
の
満
足
﹂
よ
り

も
、
こ
う
し
た
﹁
生
命
価
値
欲
求
﹂
か
ら
得
ら
れ
る
生
命
の
総
合

的
満
足
は
、
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
し
永
続
的
で
あ

る
。
生
命
価
値
欲
求
の
充
足
が
重
視
さ
れ
た
社
会
で
は
、
必
然

的
に
﹁
欲
望
調
和
型
﹂
の
消
費
が
も
た
ら
さ
れ
、
持
続
可
能
な
経

済
シ
ス
テ
ム
が
実
現
さ
れ
る
。

　

家
計
に
お
け
る
個
々
人
は
、
生
き
て
い
る
だ
け
で
エ
ン
ト
ロ

ピ
ー
を
増
大
さ
せ
る
し
、
ま
し
て
欲
望
を
肥
大
化
さ
せ
た
大
量

消
費
行
為
は
、﹁
生
命
価
値
減
耗
﹂
を
加
速
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
企
業
の
ほ
う
も
生
産
す
る
だ
け
で
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
増

加
さ
せ
る
し
、
持
続
可
能
な
レ
ベ
ル
を
超
え
た
﹁
利
潤
最
大
化
﹂

を
目
指
す
大
量
生
産
を
行
え
ば
、﹁
大
量
廃
熱
・
廃
棄
﹂を
通
し
て
、

生
命
価
値
減
耗
を
さ
ら
に
促
進
さ
せ
て
し
ま
う
。
以
上
の
よ
う

に
、
家
計
の
消
費
も
企
業
の
生
産
も
生
命
価
値
の
観
点
か
ら
プ

ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
絶
え
ず
併
せ
も
っ
て
い
る
と
い
う
、

こ
う
し
た
二
重
性
の
認
識
こ
そ
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
く
る
と
、
現
代
文
明
が
目
指
す
方
向

は
、
で
き
る
限
り
生
命
価
値
を
高
め
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
逆

に
い
え
ば
、
で
き
る
限
り
生
命
価
値
を
減
耗
さ
せ
な
い
シ
ス
テ

ム
の
構
築
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

　

21
世
紀
の
新
た
な
文
明
の
目
指
す
方
向
は
、
現
代
物
質
文
明

の
よ
う
に
経
済
シ
ス
テ
ム
の
み
が
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
か
ら
突

出
す
る
方
向
で
は
な
い
。
ま
さ
に
Ｋ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
言
う
よ

う
に
、
教
育
・
福
祉
・
共
同
体
・
生
態
系
な
ど
を
も
包
含
し
た

社
会
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
、
市
場
経
済
を
﹃
再
び
埋
め
戻
すそ』
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
道
こ
そ
大

乗
仏
教
が
現
代
人
に
贈
る
偉
大
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
た
る
煩
悩
即
菩

提
の
命
題
に
よ
る﹁
生
命
価
値
﹂の
社
会
的
浸
透
で
あ
り
、﹁
生
命

価
値
文
明
﹂の
構
築
な
の
で
あ
る
。

　

現
在
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
地
球
環
境
の
危
機
が
叫
ば
れ
、

税
制
や
市
場
そ
の
も
の
の
グ
リ
ー
ン
化
の
取
り
組
み
が
各
面
で
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行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
温
暖
化
ガ
ス
排
出
削
減
に
向
け
た
京
都
議

定
書
お
よ
び
ポ
ス
ト
京
都
の
取
り
組
み
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ 

１
４
０
０
０

シ
リ
ー
ズ
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
企
業
の
製
品
の
一
生
に
お

け
る
環
境
負
荷
を
評
価
す
る
Ｌ
Ｃ
Ａ
や
環
境
会
計
の
導
入
・
拡

大
、
企
業
の
自
主
的
環
境
改
善
行
動
、
循
環
型
社
会
形
成
の
制

度
化
、グ
リ
ー
ン
購
入
、エ
コ
減
税
、エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
税
制
改
革
・

排
出
権
取
引
市
場
な
ど
で
あ
る
。
他
方
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
企

業
の
社
会
的
貢
献
、
近
年
の
﹁
社
会
的
労
働
﹂
の
拡
大
な
ど
の
潮

流
を
み
る
時
、
自
己
の
み
が
過
剰
消
費
や
過
剰
生
産
に
身
を
や

つ
す
こ
と
で
は
人
間
の
十
全
の
満
足
が
決
し
て
得
ら
れ
な
い
こ

と
の
象
徴
的
表
れ
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た

牧
口
常
三
郎
創
価
学
会
初
代
会
長
の
時
代
予
言
で
あ
る
﹁
人
道
的

競
争
﹂、
つ
ま
り
菩
薩
的
勢
力
の
曙
光
を
拡
大
、
浸
透
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
確
か
な
時
代
の
う
ね
り
に
し
て
い
く
こ
と
が
一
層

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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