
 

 

著
者
は
長
年
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
社
会
を
め
ざ
し
て
、
工
業
社
会
の

限
界
を
批
判
し
、
農
業
を
再
評
価
し
て
き
た
。
評
者
も
大
工
業
的
な

生
産
様
式
と
生
活
様
式
を
批
判
す
る
点
で
、
著
者
に
近
い
問
題
意
識

を
抱
い
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
、
章
を

ま
た
い
で
、
著
者
の
見
解
に
コ
メ
ン
ト
し
た
い
。 

（
１
）
著
者
は
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
物
質
代
謝
の
思
想
の
展
開
を

踏
ま
え
な
が
ら
（
第
２
章
の
２
）
、
人
類
史
を
物
質
代
謝
の
見
地
か
ら
捉

え
直
し
、
農
業
革
命
、
産
業
（
工
業
）
革
命
に
続
く
第
三
の
革
命
と

し
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
革
命
を
構
想
す
る
が
（
第
三
３
章
の
１
）
、
物
質
代
謝

を
担
う
社
会
的
主
体
の
歴
史
的
変
化
に
も
目
を
向
け
（
第
３
章
の
２
）
、

第
三
の
革
命
を
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
革
命
＝
コ
ミ
ュ
ー
ン
的
革
命
」
と

も
呼
ぶ
。
そ
の
さ
い
に
、
産
業
革
命
に
対
応
す
る
社
会
的
主
体
と
し

て
国
民
国
家
が
強
調
さ
れ
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
革
命
の
担
い
手
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
に
連
帯
す
る
国
家
。
国
民
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
な
お
、

農
業
以
前
の
お
よ
び
農
業
の
段
階
で
の
社
会
と
し
て
共
同
体
が
重
視

さ
れ
、
こ
の
点
へ
の
マ
ル
ク
ス
の
注
目
が
援
用
さ
れ
る
（
第
４
章
の

１
）
。
共
同
体
は
そ
の
後
の
段
階
に
お
い
て
も
基
層
と
し
て
存
在
し
て

お
り
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
社
会
に
お
い
て
は
新
し
い
共
同
体
と
し
て
再

編
さ
れ
る
方
向
が
め
ざ
さ
れ
る
。
著
者
は
さ
ら
に
小
規
模
な
農
業
経

営
へ
の
マ
ル
ク
ス
の
着
目
に
も
言
及
し
て
い
る
が
（
第
５
章
の
１
）
、
こ

れ
は
共
同
体
的
所
有
の
後
の
形
態
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
著

者
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
視
点
か
ら
見
て
、
と

く
に
農
業
に
お
い
て
小
規
模
経
営
が
重
要
な
の
は
、
農
業
が
土
地
や

気
象
な
ど
の
自
然
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
柔
軟
で
個

別
的
な
対
応
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ

と
は
大
工
業
的
農
業
経
営
に
お
い
て
は
困
難
で
あ
る
。 

（
２
）
本
書
の
特
徴
の
一
つ
は
デ
ジ
タ
ル
革
命
の
重
視
に
あ
る
。

情
報
革
命
社
会
が
工
業
社
会
に
次
ぐ
第
四
段
階
で
あ
る
と
い
う
主
張

は
一
九
八
〇
代
以
降
に
出
さ
れ
、
近
年
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
が
第
五

段
階
を
な
す
（
日
本
の
政
府
・
財
界
に
お
け
るS

iciety
 5

）
と
も
宣

伝
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
著
者
が
デ
ジ
タ
ル
社

会
を
、
工
業
社
会
を
超
え
る
段
階
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
ど
う
か

で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
①
デ
ジ
タ
ル
的
思
考
に
認
識

論
上
、
方
法
論
上
の
限
界
を
も
た
な
い
か
ど
う
か
、
②
デ
ジ
タ
ル
的

思
考
に
基
づ
く
技
術
が
、
自
然
に
従
い
こ
れ
と
調
和
し
た
生
活
と
十

分
に
整
合
的
で
あ
り
う
る
か
ど
う
か
、
③
デ
ジ
タ
ル
生
活
様
式
が
人

び
と
の
自
由
な
共
同
生
活
に
と
っ
て
つ
ね
肯
定
的
で
あ
る
か
ど
う
か
。 

著
者
も
現
行
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
構
想
を
批
判
し
て
お
り
、
工
農
業

の
調
和
に
基
づ
く
将
来
社
会
に
お
い
て
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
「
民
主

的=

エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
利
用
」
が
必
要
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
（
第

７
章
の
１
）
。
著
者
の
構
想
は
、「
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
っ
て
ア
シ
ス
ト

さ
れ
た
」
自
然
共
生
的
な
産
業
（
「
農
工
デ
ジ
タ
ル
社
会
」
）
を
構
想

す
る
が
、
そ
の
さ
い
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
長
所
と
と
も
に
そ
の
限
界

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
分
析
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
デ
ジ
タ
ル
社
会

に
つ
い
て
評
者
の
と
り
あ
え
ず
の
結
論
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ



 

 

る
。
情
報
社
会
と
デ
ジ
タ
ル
社
会
は
工
業
社
会
を
質
的
に
超
え
る
新

し
い
段
階
で
は
な
く
、
工
業
社
会
の
発
展
型
で
あ
り
、
要
素
論
的
、

機
械
論
的
性
格
を
基
本
的
に
脱
却
し
て
い
な
い
が
、
そ
こ
で
は
因
果

論
、
線
型
的
思
考
法
の
限
界
も
示
さ
れ
、
こ
れ
を
超
え
る
方
向
も
模

索
さ
れ
て
い
る
。 

（
３
）
評
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
そ
の
他
の
論
点
に
簡
単
に
コ
メ

ン
ト
し
た
い
。
環
境
思
想
に
お
い
て
は
一
部
の
自
然
中
心
主
義
者
は

自
然
の
内
在
的
価
値
を
自
然
保
護
の
根
拠
と
し
て
強
調
す
る
が
、
評

者
は
中
心
主
義
を
批
判
し
つ
つ
、
自
然
の
内
在
的
価
値
を
も
批
判
し

て
き
た
。
著
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
第
１

章
の
３
）
。
生
物
は
環
境
に
た
い
す
る
自
分
の
保
存
の
た
め
に
環
境
に

働
き
か
け
る
が
、
そ
の
な
か
に
環
境
の
評
価
の
要
素
を
含
み
、「
潜
在

的
な
評
価
主
体
」
と
し
て
固
有
の
価
値
を
も
つ
が
、
こ
れ
は
顕
在
的

な
評
価
主
体
と
し
て
の
人
間
と
は
同
格
で
は
な
い
。
評
者
も
、
生
物

が
外
界
に
価
値
的
に
関
係
し
（
た
だ
し
価
値
意
識
を
伴
わ
な
い
）
、
こ

の
点
で
無
生
物
と
は
異
な
る
こ
と
を
認
め
た
い
。
た
だ
し
、
自
然
中

心
主
義
に
お
い
て
は
、
内
在
的
価
値
を
も
つ
も
の
は
生
物
個
体
か
、

生
物
種
か
、
生
態
系
全
体
（
無
生
物
を
含
む
）
か
を
め
ぐ
っ
て
論
争

が
あ
る
。
無
生
物
を
含
む
自
然
全
体
を
保
護
す
る
根
拠
を
ど
こ
に
求

め
る
か
は
や
は
り
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。 

（
４
）
著
者
は
近
代
に
お
け
る
物
質
代
謝
の
社
会
的
主
体
と
の
関

連
でN

ation
 
S
tate

に
言
及
し
、
そ
れ
は
民
族
国
家
で
は
な
く
、
国

民
国
家
を
意
味
す
る
と
見
な
す
が
（
第
４
章
の
２
）
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
私
見
で
は
、N

ation

は
も
と
も
と
民
族
を

意
味
し
た
が
、
近
代
国
家
の
成
立
の
さ
い
に
こ
れ
が
利
用
さ
れ
、
近

代
国
家
の
担
い
手
と
し
て
の
国
民
と
い
う
観
念
が
作
り
出
さ
れ
た

（
国
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
）
。
国
民
が
し
ば
し
ば
マ
ジ
ョ
リ
テ

ィ
ー
民
族
と
同
一
視
さ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。 

（
５
）
著
者
は
技
術
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
広
く
人
間
主
体
と
環
境

と
の
関
係
で
捉
え
る
点
で
三
木
清
の
見
解
を
再
評
価
す
る
（
第
６
章
の

２
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
日
本
で
は
戦
前
か
ら
体
系
説
（
労
働
手
段

の
体
系
と
し
て
の
技
術
と
適
用
説
（
法
則
性
の
適
用
と
し
て
の
技
術
）

と
の
あ
い
だ
で
論
争
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
か
み
合
っ
た
も
の
と

は
な
ら
な
か
っ
た
。
今
日
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
観
点
か
ら
技
術
の
基
本
性

格
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
す

る
。 （

６
）
近
年
自
然
科
学
に
お
い
て
複
雑
系
科
学
と
い
う
新
し
い
見

方
が
登
場
し
て
お
り
、
著
者
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
思
考
と
の
関
係
で

こ
れ
に
注
目
し
て
い
る
（
第
６
章
の
３
）
。
こ
の
新
し
い
科
学
は
自
然
観
、

方
法
論
の
転
換
に
も
関
係
し
、
弁
証
法
的
考
察
の
具
体
化
と
い
う
側

面
を
も
つ
と
思
わ
れ
、
哲
学
の
立
場
か
ら
も
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

著
者
の
問
題
意
識
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
、
複
雑
系
科
学
が

デ
ジ
タ
ル
思
考
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
か
、
前
者
は
後
者
と
一

体
な
も
の
か
、
後
者
を
超
え
る
も
の
か
）
で
あ
る
。 

 


