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環
境
問
題
に
お
け
る
文
明
を
め
ぐ

っ
て

'

1

解
釈
人
類
学
的
文
化
理
論
の
社
会
工
学
へ
の
応
用
の
試
み
i

佐
藤

研

一

〈要
旨
〉

本
稿
は
、
地
球
規
模
の
環
境
問
題
の
解
決
に
向
け
た
社
会
工
学
的
な
取
り
組
み
に
解

釈
人
類
学
的
文
化
理
論
が
役
立
つ
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
解
釈
人
類
学
的
文
化
理
論

が
示
す
人
間
行
動
全
般
の
制
御
装
置
と
し
て
の
〈
意
味
〉
の
分
析
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
工

学
的
な
制
御
に
な
じ
ま
な
い
と
さ
れ
て
き
た
領
域
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
結
果

は
I
S
M
を
用
い
る
こ
と
で
数
学
的
に
処
理
可
能
な
も
の
で
も
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う

し
た
理
論
的
枠
組
み
を
提
示
し
、
環
境
問
題
を
構
成
す
る
具
体
的
な
〈
意
味
〉
で
あ
る

『文
明
』
の
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
環
境
問
題
の
持
つ
こ
れ
ま
で
不
可
視
だ
っ
た
側
面
に

光
を
あ
て
る
こ
と
を
試
み
る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

意

味

、

ア

ス

ペ
ク

ト

、

ゲ

ー

ム
、

工
学

的

知

、

I

S

M
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1

は

じ
め
に

本
稿
は
、
地
球
規
模
の
環
境
問
題

の
解
決
に
向
け
た
社
会
工
学
的
な
取
り
組

み
に
解
釈
人
類
学
的
文
化
理
論
が
役
立

つ
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
解
釈
人
類

学
的
文
化
理
論
は
、
「異
文
化
理
解
」
の
ト
ゥ
ー
ル
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
が
、

そ
の
射
程
は
広
く
、
人
間
行
動
全
般

の
制
御
装
置
と
し
て
の
く
意
味
V
の
分
析

を
可
能
に
す
る
ゆ
く
意
味
V
の
次
元
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
社
会
工
学
が

永
年
課
題
と
し
て
積
み
残
し
て
き
た

「政
策
決
定
能
力
」
の
向
上
に
つ
な
が
る

か
ら
で
あ
る
。

社
会
工
学
は
、
社
会
現
象
の
因
果
関
係
を
明
か
に
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

様
々
な
社
会
的
ひ
ず
み
を
除
く
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
を
目
指
す
。
社
会
現
象

の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
は
、
社
会
現
象
を
構
成
す
る
諸
要
素
が

特
定
さ
れ
、
諸
要
素
の
ど
ん
な
組
み
合
わ
せ
が
起
こ
り
、
組
み
合
わ
せ
の
過
程

.が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
、
数
学
的
に
処
理
可
能
な
か
た
ち
で
明
ら
か

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
工
。

解
釈
人
類
学
的
文
化
理
論
が
示
す

〈
意
味
〉
は
こ
う
し
た
社
会
現
象

の
主
要

な
構
成
要
素
で
あ
る
。
〈
意
味
〉
の
分
析
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
工
学
的
な
制
御

に
な
じ
ま
な
い
と
さ
れ
て
き
た
領
域
を
対
象
化
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
I
S
M
(ぎ
け興
只
Φ
二
く
Φ

○り
け歪
。
ε
「。
一

ζ
a
①ぎ

。q
)
〔2>を
用

い
る
こ

と
で
数
学
的
に
も
処
理
可
能
で
あ
る
た
め
、
社
会
工
学
的
制
御
の
及
ぶ
領
域
を

拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
拡
大
は
、
「政
策
決
定
能
力
」
の
向
上
を
も
た

ら
す
。

「政
策
決
定
能
力
」
と
は
、
ロ
ー

マ
ク
ラ
ブ
が

一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た

882

「本
当
の
成
長
の
限
界
」
に
あ
た
る
。
.様
々
な
狭
義
の
工
学
的
技
術
が
も
た
ら
す

「物
質
的
能
力
」
.が

「成
長
の
限
界
」
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
能
力

を
用
い
る

「政
策
決
定
能
力
」
の
進
歩
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
結
局
、
「成
長

の
限
界
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
「政
策
決
定
能
力
」

の
向
上
を
も
た
ら
す
広
義

の
工
学
的
技
術
の
確
立
こ
そ
が
、
社
会
工
学
に
お
け
る
最
大
の
課
題
と
さ
れ
て

き
た

3
。

「政
策
決
定
能
力
」
の
向
上
が
生
じ
な
い
理
由
は
、
意
図
の
理
解
を
欠
く
こ

と
に
あ
る
。
「政
策
決
定
能
力
」
と
は
、
意
図
の
意
図
を
操
作
対
象
化
し
、
そ
れ

を
制
御
す
る
能
力
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
能
力
が
向
上
す
る
た
め
に
は
、

意
図
へ
の
理
解
力
を
向
上
さ
せ
、
意
図
を
操
作
す
る
技
術
を
確
立
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
〈
意
味
V
の
分
析
は
、
政
策
決
定
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
行
動

の
意
図

を
構
成
す
る
具
体
的
な
く
意
味
V
や
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
そ
の
過
程
を

モ
デ
ル

化
し
て
意
図
の
意
図
の
操
作
を
可
能
に
し
、
「政
策
決
定
能
力
」
の
向
上
を
も
た

ら
す
の
で
あ
る
。

題
に
あ
げ
た

『文
明
』
と
は
、
環
境
問
題
を
構
成
す
る
〈
意
味
〉
の
具
体
例

」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『文
明
』
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
環
境
問
題
を
構
成
す
る
具

体
的
な
〈
意
味
〉
や
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
そ
の
過
程
を
モ
デ
ル
化
し
て
環
境
問

題
を
構
成
す
る
意
図
の
意
図
の
操
作
を
可
能
に
し
、
環
境
問
題
の
こ
れ
ま
で
不

可
視
だ

っ
た
側
面
に
光
を
あ
て
る
こ
と
で
、
そ
の
解
決
に
向
け
て
の
新
た
な
提

案
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。



2

〈意
味
〉
と

〈意
味
群
〉

〈
意
味
〉
と
は
、
人
間
行
動
の
制
御
装
置

(、》と
し
て
機
能
す
る

「ア
ス
ペ
ク

ト
」
.,.
の
こ
と
で
あ

る
。

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
と
は
、
知
覚
対
象
自
体
が
持

つ

「内
的
関
係
」
と

一
致
す
る
よ
う
に
脳
内
に
記
憶
さ
れ
た

「論
理
形
式
」
の
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
図
形
が
知
覚
の
対
象
と
な
る
と
き
、
そ
の
図
形
を
構

成
す
る
点
や
線

の
間
に
存
在
す
る
関
係
が
、
「内
的
関
係
」
に
あ
た
る
。
「内
的

関
係
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
知
覚
対
象
の
構
成
要
素
間
の
知
覚
可
能
な
関
係
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
人
間
存
在
の
外
側
に
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
る

が
、

一
方
で
人
間
の
知
覚
を
も

つ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

つ

ま
り
、
そ
れ
は
人
間
の
内
側
だ
け
の
問
題
で
は
決
し
て
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、

人
間
か
ら
独
立
の
対
象
側
だ
け
の
本
質
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
「内

的
関
係
」
と
は
、
知
覚
す
る
側
と
知
覚
さ
れ
る
側
と
の
相
互
関
係
に
よ

っ
て
成

立
す
る
関
係
で
あ
る
。
あ
る
物
体
が

『う
さ
ぎ
』
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
と
き
、

「耳
が
長
く
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
と
飛
び
跳
ね
る
白
い
毛
に
覆
わ
れ
た
小
動
物
」
と

い

っ
た
そ
の
物
体
の
持

つ

「内
的
関
係
」
を
確
か
に
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

れ
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
知
覚
可
能
な
光
線
の
波
長
に
は
じ
ま

っ
て
、
そ

の
物
体
と
の
過
去
に
お
け
る
度
重
な
る
遭
遇
の
経
験
に
い
た
る
ま
で
、
知
覚
す

る
側
に
依
存
す
る
事
柄
が
必
ず
含
ま
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「内
的
関
係
」
と
は
、

人
間
が
読
み
と
る
知
覚
対
象
か
ら
抽
象
さ
れ
た

「論
理
形
式
」
と

い
う
こ
と
に

な
る
。「

ア
ス
ペ
ク
ト
」
は
、
通
常
こ
と
ば
な
ど
の
意
味
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る

も

の
の
実
体
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
が
、
行
動
の
制
御

装
置
と
し
て
機
能
す
る
場
合
を
〈
意
味
〉
と
呼
び
、
制
御
機
能
を
欠
く
場
合
を
く

知
識
V
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
呼
び
名
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

あ
る

「論
理
形
式
」
を
知
覚
対
象
の
側
に
確
認
す
る
場
合
を

「内
的
関
係
」
、

知
覚
す
る
側
に
確
認
す
る
場
合
を

「ア
ス
ペ
ク
ト
」
と
呼
び
、
そ
れ
が
行
動
の

制
御
機
能
を
負
わ
な
い
場
合
を
〈
知
識
〉
、
負
う
場
合
を
〈
意
味
〉
と
す
る
。

そ
し
て
、
多
く
の

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
が
こ
と
ば
や
身
振
り
な
ど
の
広
義
の
言

語
表
現
を
伴
う
。
こ
う
し
た
言
語
表
現
を
伴
う
こ
と
で
、
「ア
ス
ペ
ク
ト
」
は
公

共
性
を
獲
得
し
、
個
人
か
ら
個
人

へ
と
移
転
し
、
広
く
流
通
、
共
有
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で

「ア
ス
ペ
ク
ト
」
に
伴
う
言
語
表
現

の
こ
と
を
く
象
徴
V
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
は
〈
象
徴
〉
に
よ

っ
て
運
ば
れ
、
個
人

か
ら
個
人
へ
と
移
転
、
流
通
、
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る

「論
理
形
式
」
を
知
覚
対
象
の
側
に
確
認
す
る
場
合
を

「内
的
関
係
」、
知
覚
す
る
側
に
確
認
す
る
場
合
を

「ア
ス
ペ
ク
ト
」
、
そ
し
て
、

そ
の
言
語
表
現
が
く
象
徴
V
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
。

「ア
ス
ペ
ク
ト
」
が
行
動

の
制
御
機
能
を
負
わ
な
い
場
合
が
く
知
識
V
、
負

う
場
合
が
く
意
味
V
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
〈
知
識
V
な

い
し
く
意
味
V
は
、
〈

象
徴
V
に
よ

っ
て
運
ば
れ
、
〈
象
徴
〉
は
、
〈
知
識
〉
な
い
し
く
意
味
V
を
運
ぶ

媒
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〈
意
味
〉
は
情
報
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
、
〈
知
識
〉
は
そ
の

処
理
の
対
象
と
な
る
デ
ー
タ
と
し
て
機
能
す
る
。
同

一
の

「ア
ス
ペ
ク
ト
」
が

時
に
く
意
味
V
と
し
て
、
時
に
く
知
識
V
と
し
て
働
く
わ
け
で
あ
る
。
同
じ
く
象
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徴
V
に
乗
る
同

}
の

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
が
、
あ
る
人
に
と

っ
て
は

「人
生
を
変

え
る
言
葉
」
と
な
り
、
あ
る
人
に
と

っ
て
は

「単
な
る
辞
書
の
記
載
」
程
度

の

価
値
し
か
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
う

し
た

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
の
持

つ
機
能

の
二
重
性
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
経
験
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

「人

生
を
変
え
る
言
葉
」
は
例
外
的
で
、

一
般
に
言
葉
と
い
う
も
の
は

「単
な
る
辞

書
の
記
載
」
程
度

の
も

の
に
過
ぎ
ず

「言
葉
は
時
と
し
て
人
を
動
か
す
」
と
感

じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
む
し
ろ
錯
覚
で
多
く
の

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」

が
常
に
〈
意
味
〉
と
し
て
機
能
し
て

い
る
。
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
す
る
場
合
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
は
そ
の
操
作
対
象
に
は
な
ら
な
い

し
、
し
た
が

っ
て
意
識
化
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
「人
生
を
変
え
る
言
葉
」
の

よ
う
に
直
前
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
た

「ア
ス
ペ
ク
ト
」
は
意
識
に
残
る
と
し

て
も
、
そ
れ
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
か
に
見
え
る
行
動
を
制
御
す
る
他
の
多

く
の
〈
意
味
〉
は
意
識
に
上
る
こ
と
な
く
視
界
か
ら
隠
れ
た
ま
ま
に
な
る
の
で

あ
る
。

こ
の
点
を
モ
デ
ル
化
す
れ
ば
、
行
動
は
複
数
の
〈
意
味
〉
か
ら
な
る
〈
意
味

群
〉
に
よ

っ
て
制
御
さ
れ
る
が
、
〈
意
味
群
V
は
階
層
構
造
を
持
ち
、
そ
の
う
ち

の
最
も
行
動
の
執
行
に
近

い

「
リ
リ
ー
サ
ー
」
と
し
て
機
能
す
る
〈
意
味
〉
以

外
は
意
識
化
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
あ
る
行
動
が
と

ら
れ
る
時
、
意
識
が
と
ら
え
る
の
は
、
対
象
及
び
そ
の

「リ
リ
ー
サ
i
」
と
し

て
機
能
す
る
〈
意
味
〉
の
二
者
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
、
意
識
は
、
そ
れ
を
も

っ
て
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
こ
と
の

一
切
と
し
て
表
象
し
、
あ
ら
ゆ
る
反
省
や
批

判
や
新
た
な
行
動
の
た
め
の
基
本
情
報
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一

部
を
全
部
と
取
り
違
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

902

「そ
こ
で
起
き
て
い
る
こ
と

の

一
切
」

(
R
)
は
、
「
リ
リ
ー
サ
ー
」
と
し

て
機
能
す
る
く
意
味
V
と
そ
の
活
動
を
含
む
、
「意
識
が
表
象
す
る
そ
こ
で
生
じ

て
い
る
こ
と
の

一
切
」

(
r
)
と

「意
識
が
表
象
し
な
い
く
意
味
群
V
と
そ
の
活

動
」
(
m
)
と
の
和
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

国
疑
「十
ヨ

た
だ
し
、
行
動

に
際
し
て

「現
実
」
を

(
r
)
に
限
定
す
る
こ
と
自
体
は
、

情
報
処
理
の
効
率
化
を
促
し
、
急
速
に
進
行
す
る
状
況
に
柔
軟
か
つ
迅
速
に
対

応
す
る
こ
と
を
可
能
す
る
も

の
で
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
性
向
で
あ
る
。
問
題
な
の

は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
れ
が
不
完
全
情
報
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
こ
と

が
予
期
せ
ぬ
事
態
を
産
む
こ
と
が
あ
る
と

い
う
こ
に
ま

っ
た
く
無
防
備
に
な
る

こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
見
て
い
る
像
を
現
実
と
し
て
扱

っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
意

識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
も
の
は
、
紛
れ

も
な
く
、
現
実
の

一
部
で
し
か
な

い
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
し
、
そ
の
方
が
都
合
の
良
い
場
合
も
多
い
。
し
か
し
、
条
件
が
変

わ
り
、
同

一
対
象
の
異
な
る

「内
的
関
係
」
に
注
意
す
べ
き
時
に
、
そ
れ
ま
で

見
て
い
た

「内
的
関
係
」
こ
そ
が
対
象
の

一
切
だ
と
い
う
錯
覚
に
囚
わ
れ
た
ま

ま
、
新
た
に
注
意
す
べ
き
関
係
に
気
づ
か
ず
適
切
な
対
応
を
欠
く
と
し
た
ら
、

本
来
あ
る
べ
き
柔
軟
性
を
失
い
部
分
情
報
に
起
因
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
面
だ
け
が

残
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
〈
意
味
群
〉
と
は
、
判
断
や
意
思
決
定

の
プ

ロ
セ
ス
に
組
み

込
ま
れ
た
、
行
動
の
制
御
力
を
担
う
ア
ス
ペ
ク
ト
群
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
制
御



す
る
も

の
で
あ
る
が
故

に
稼
働
中
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
・意

識
化
さ
れ
る
の
は
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
場
合
に
ほ
と
ん
ど

限
定
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
通
常
、
〈
意
味
群
〉
が
行
動
を
制
御
す
る
こ
と

は
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

部
分
情
報
の
域
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
迅
速
か
つ
効
率
的
な
対

処
が
可
能
に
な
る
が
、

一
方
で
、
部
分
情
報
を
全
体
情
報
と
取
り
違
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
馬
様

々
な
予
期
せ
ぬ
愚
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
よ
う
に
〈
意
味
群
〉
を
意
識
化
す

る
こ
と
で
、
よ
り
完
成
度
の
高

い
制
御
の

技
術
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〈
意
味
群
V
は
、
多
く
の
く
意
味
V
か
ら
構
成
さ
れ
る
り
制
御
対
象
の
行
動
を

起
点
と
し
て
、
〈
意
味
群
V
内
を
遡

っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
〈
意
味
V
は
行
動
に

対
し
て
間
接
的
に
な
り
、
旦
ハ体
的
な
影
響
力
は
逓
減
す
.る
が
、
逆
に
、
行
動
の

あ
り
方
を
方
向
づ
け
る
抽
象
的
な
影
響
力
は
逓
増
す
る
。
そ
し
て
、
極
大
と
な

る
〈
意
味
〉
が
群
の
最
後
の
要
素
と
な

る
。
し
た
が

っ
て
、
〈
意
味
群
〉
を
分
析

す
る
際
に
重
要
に
な
る
の
が
、
具
体

的
影
響
力
が
極
大
と
な
る
、
行
動
に
最
も

近
い
く
意
味
V
と
、
抽
象
的
な
影
響
力
が
極
大
と
な
る
最
も
遠
い
く
意
味
V
に
ほ

か
な
ら
な

い
。
と
り
わ
け
、
後
者
の
特
定
と
分
析
は
、
意
識
が
表
象
し
な
い
く

意
味
群
V
と
そ
の
活
動
の
操
作
対
象
化

に
と

っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。

環
境
問
題
を
中
心
と
し
た
現
在
の
く
工
学
的
知
V
の
営
み
を
制
御
す
る
く
意
味

群
V
を
考
え
る
場
合
、
具
体
的
影
響
力
が
極
大
と
な
る
行
動
に
最
も
近

い
く
意

味
V
が

『環
境
』
で
あ
り
、
抽
象
的
な
影
響
力
が
極
大
と
な
る
最
も
遠

い
〈
意

味
〉
が

『文
明
』
で
あ
る
。

工
学
的
知
は
通
常
明
確
な
意
図
を
も
ち
、
環
境
問
題
に
取
り
組
む
場
合
も
同

様

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
意
図
は
い
わ
ば
氷
山
の

一
角
に
過
ぎ

ず
、
水
面
下
に
は
そ
の
本
体
で
あ
る
巨
大
な
〈
意
味
群
V
が
潜
ん
で
い
る
。
最

近
、
工
学
的
知
の
歴
史
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
と
お

り

、̂〉、
ど
の
よ
う
に
中
立
的
に
見
え
る
技
術
で
あ

っ
て
も
、
必
ず
〈
意
味
〉
の

網

の
目
の
中
で
意
図
さ
れ
、
そ
の
中
で
は
じ
め
て
役
割
を
担
う

の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
く
意
味
V
の
網
の
目
は
、
当
然
な
が
ら
、
得
体

の
知
れ
ぬ

「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ

ッ
ク
ス
」
で
は
決
し
て
な
く
、
「ホ
ワ
イ
ト
ボ

ッ
ク
ス
」
と
し
て

取
り
扱
い
可
能
な
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

3

『文
明
』
の
分
析

「文
明
』
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
羨
望
や
怨
恨
と
深
く
関
わ
る
。

〈
知
識
〉
と
し
て
の

「文
明
」
は
こ
の
点
を
含
ま
な
い
。
あ
る

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」

が
〈
意
味
〉
と
し
て
機
能
す
る
際
に
示
す
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

そ
の

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
が
、
注
目
さ
れ
、
形
式
化
さ
れ
た
初
期
状
況
、
言
い
換

え
れ
ば
、
「ま
さ
に
そ
れ
を
感
じ
た
瞬
間
」
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
と
は
、
知
覚
対
象
の

「内
的
関
係
」
を
記
憶
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。
『文
明
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
「文
化
」
や

『神
」
と

い
っ
た
、
そ
の

実
体
の
特
定
が
容
易
で
は
な

い

「ア
ス
ペ
ク
ト
」
で
あ

っ
て
も
、
人
々
が
そ
れ

を
実
感
す
る
瞬
間
は
必
ず
存
在
す
る
。
た
と
え
そ
れ
が
、
実
体
を
問
題
と
す
る

文
脈
で
は
錯
覚
と
か
誤
認
と
か
妄
想
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
う
し

た
錯
覚
や
誤
認
や
妄
想
自
体
は
紛
れ
も
な
く
実
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

人
々
が

「神
」
を
実
感
す
る
瞬
間
が
特
定
で
き
れ
ば
、
「神
」
の
意
味
す
る
も

環境 問題 における文明 をめ ぐって291



の
が
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
ど
ん
な

〈
意
味
群
〉
に
属
す
か
が
は
っ
き
り
し
て

く
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
神
学
と
は
独
立
に
、
あ
る
人
々
が
な
ぜ

「神
」
を
敬
い
、

殉
教
さ
え
い
と
わ
な

い
の
か
、
言

い
換
え
れ
ば
、
そ
の
〈
意
味
〉
と
し
て
の
側

面
と
そ
の
力
が
旦
ハ体
的
に
明
ら
か
に
な
る
。

『文
明
』
の
場
合
そ
れ
を
実
感
す

る
よ
う
な
瞬
間
と
は
、
そ
れ
を
持
た
な
い

人
々
が
、
超
大
で
立
派
と
思
え
る

「文
化
装
置
」
に
出
逢
う
か
、
そ
れ
を
自
ら

構
築
し
た
瞬
間
で
あ
る
。
「文
化
装
置
」
と
は
、
人
工
的
に
作
ら
れ
る
文
物
を
指

す
。

つ
ま
り
そ
の
瞬
間
と
は
、
観
る
者
に
羨
望
を

い
だ
か
せ
、
そ
れ
が
故
に
、

持

つ
者
に
優
越
感
を

い
だ
か
せ
る
よ
う
よ
う
な
文
脈
が
誕
生
す
る
、
そ
う

い
う

瞬
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
、
『文
明
』
は
く
意
味
V
と
し
て

力
を
持
ち
続
け
、
そ
の
制
御
の
下
に

「ゲ
ー
ム
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
た
と
え

同
じ
も
の
を
観
、
同
じ
も
の
を
構
築
し
た

と
し
て
も
、
そ
れ
を
超
大
と
か
立
派
と
か
と
思
わ
な
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、

問
題
は
、
そ
う
感
じ
る
か
ど
う
か
と

い
う
関
係
論
的
な
点
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、

齟
そ
れ
が
何
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
と

い
う
本
質
論
的
な
点
に
あ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

言

い
換
え
る
と
絶
対
的
的
属
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
り
、
あ
る

人
々
に
は

「未
開
文
化
に
毛
が
生
え
た
程
度
の
も
の
」
で
あ

っ
て
も
、
そ
こ
に

超
大
さ
な
ど
を
感
じ
る
別
の
人
々
に
と

っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に

『文
明
」

に

一
致
す
る

「内
的
関
係
」
と
映
る

の
で
あ
る
。
「ゲ
ー
ム
」
と
は
、
あ
る
く
意

味
V
に
制
御
さ
れ
る
者
同
士
が
構
築
す
る
営
み
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

支
配
的
く
意
味
V
が
絶
対
的
な
前
提
と
な

っ
て
、
確
固
と
し
た
世
界
像
が
共
有

さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
う
し
た

「ゲ
ー
ム
」
に
身
を
置
く
人
々
に
と

っ
て

「文
明
」
の
よ
う
な
支
配
的
く
意
味
V
は
絶
対
的
で
あ
り
、
〈
知
識
V
と
し
て
扱

わ
れ
る
際
も
、
そ
れ
は
絶
対
的
属
性
を
備
え
た
崇
高
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
Q

あ
る
行
動
を
め
ぐ

っ
て
、
「そ
こ
で
起
き
て
い
る
こ
と
の

一
切
」
(R
)
と
は
、

「意
識
が
表
象
す
る
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
こ
と
の

一
切
」
(
r
)
と

「意
識
が
表

象
し
な
い
く
意
味
群
V
と
そ
の
活
動
」

(
m
)
と

の
和

(カ
ー1
N+
∋
)
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
「ゲ
ー
ム
」
に
身
を
置
く
と
い
う
ご
と
は
、
(
r
)
を
絶
対
視
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「文
明
論
」
と

い
う
も
の
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合

『文
明
』
が
支
配
す
る

「ゲ
ー
ム
」
に
身
を
置
く
論
者
た
ち
が
、
〈
知
識
〉
と
し

て
体
系
づ
け
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に

「意
識

が
表
象
し
な
い
く
意
味
群
V
と
そ
の
活
動
」

(
m
)
を
加
味
し
て
読
み
直
す
な
ら

ば
、
そ
の

「文
明
論
」
が
描
か
れ
た
際
の

「ゲ
ー
ム
」
自
体
が
読
み
量
れ
る
し
、

そ
の

「文
明
論
」
が
、
過
去
の

「文
明
論
」
を
集
大
成
し
て
書
か
れ
る
場
合
、

そ
の
視
点
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
大
ま
か
な

『文
明
』
の

「ゲ
ー
ム
」
の
歴
史

的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
読
み
量
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
山
本
新
の

「文
明
訟哩

を
検
討
す
る
。
山
本
を
取
り
上

げ
る
の
は
、
彼
の

「文
明
論
」
が
そ
れ
以
前
の
主
要
な

「文
明
論
」
と
利
用
可

能
な
事
例
と
を
誠
実
に
検
討
し
た
結
果
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

山
本
は
、
「文
明
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

基
礎
的
な
制
度
と
し
て
の
持
続
的
な
国
家
と
法
、
都
市
、
あ
る
程
度
高
度
な

技
術
、
文
字
、
分
業
と
階
級
分
化
な
ど
の

一
連
の
連
繋
が
出
現
し
、
持
続
す
る

」と
き
、
こ
れ
ら
の
連
繋
を
未
開
と
は
ち
が
う
文
明
の
し
る
し
と
す
る
こ
と
が
で
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き

る

。

..'
v

こ
の
定
義
は

一
見

「未
開
」
と

「
文
明
」
と
の
、
質
的

・
絶
対
的
違
い
を
み

ご
と
に
定
式
化
し
て
い
る
よ
う
に
映

る
。
し
か
し
、
「あ
る
程
度
高
度
な
」
と
い

う
相
対
的
な
表
現
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
は
、
ま

っ
た
く
絶
対
的

な
規
定
と
は

い
い
が
た

い
。
持
続
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
実
は
、
国
家
、
法
、

都
市
、
文
字
、
分
業
、
階
級
分
化
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
ま
た
、
相
対
的
指
標
の

域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
そ
れ
ら
の
原
型
で
あ
る
、

社
会
的
な
枠
組
み
、
掟
、
集
住
、
言
語
、
役
割
分
担
、
上
下
関
係
、
及
び
そ
の

連
繋
目
体
は
、
「未
開
」
を
含
む
、
新

石
器
時
代
以
降
の
ほ
と
ん
ど

の
社
会
で
確

認
で
き
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
、
法
、
都
市
、
文
字
、
分
業
、
階
級

分
化
は
、
こ
う
し
た
諸
点
が
、
社
会
規
模
の
拡
大
に
対
応
し
て
拡
張
さ
れ
た
結

果
な
の
で
あ

っ
て
、
両
者
の
関
係
は
原
型
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う

こ
と
に
な
り
、
質
的
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
量
的
に
違
う
関
係
に
し
か
な
い

か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
諸
点
を
示
さ
れ
る
と
、
自
然
に
、
決
定

的
な
違

い
で
あ
る
と
感
じ
て
し
ま
う

の
は
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
答

え
は
、
そ
の
違

い
が
決
定
的
で
あ
る
よ
う
な

「場
」

に
身
を
置

い
て
い
る
か
、

少
な
く
と
も
過
去
に
置
か
れ
た
経
緯

が
あ
る
た
め
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ

れ
わ
れ
も
ま
た
、
羨
望
と
優
越
感
、
畏
敬
と
虚
栄
心
、
怨
恨
と
悦
楽
と
が
交
錯

す
る
時
空
に
身
を
置
く
と

い
う
こ
と

で
も
あ
る
。

こ
の
決
定
的
な
差
の
実
感
に
見
合
う
、
客
観
的
か

つ
絶
対
的
な
水
準
を
見
定

め
て
、
な
ん
と
か
本
質
論
的
に
定
義

し
よ
う
と
し
た
結
果
が
こ
の
定
義
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
の
定
義
の
も
つ
こ
う
し
た
性
格
は
、
時
空
の
ず
れ
を
反
映
し
た

ト
ー
ン
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
や
ト
イ
ン
ビ
ー
は
い
う
に

及
ば
ず
、
多
く
の
人
々
の
直
観
的
文
明
観
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

山
本
の
定
義
か
ら
は
、
こ
う
し
た

「場
」

の
刻
印
が
容
易
に
み
て
と
れ
る
。

そ
こ
に
は
、
古
代
文
明
に
対
す
る
驚
き
の
念
、
た
と
え
ば
、
遥
か
昔
に
、
今
日

で
さ
え
先
進
性
の
指
標
に
な

っ
て
い
る
上
下
水
道
の
整
備
が
確
認
さ
れ
、
今
日

で
も
建
設
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
建
造
物
が
し
か
も
悠
久
の
時
を
経
て
い
ま
だ

に
そ
の
偉
容
を
ほ
こ
り
、
思
想
、
法
律
、
文
学
、
宗
教
、
芸
術
の
分
野
で
今
日

な
お
最
高
峰
と
さ
れ
る
も
の
の

一
角
が
す
で
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
対
す
る
驚
き
の
念
が
存
在
す
る
。
そ
の
驚
き
の
念
に
は
、
今
日
の
欧
米
諸
国

ば
か
り
か
、
古
代
の
イ
ン
ド
に
さ
え
遅
れ
を
と

っ
て
い
る
と
か
、
大
変
な
思

い

を
し
て
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
金
と
労
力
と
時
間
を
費
や
し
国
の
威
信
を
か
け

て
体
裁
を
整
え
た
あ
ら
ゆ
る
壮
麗
な
も
の
に
比
し
て
も
、
過
去

の
遺
跡
の
方
が

な
お
も
立
派
で
、
か
く
も
本
物

の
風
格
を
備
え
た
も

の
で
あ
る
の
か
と
い
う
、

畏
敬
と
羨
望
と
、
そ
れ
に
伴
う
沈
鬱
な
屈
辱
感
が
随
伴
し
て
い
る
。

山
本
は
、
日
本
を
典
型
と
す
る

「周
辺
文
明
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
。周

辺
文
明
と
い
う

の
は
、
隣
接
の
文
明
に
依
存
し
て
お
り
、

一
人
立
ち
し
え

な
い
文
明
の
こ
と
で
あ
る
。
た
え
ず
借
用
を

つ
づ
け
な
い
と
、
文
明
の
水
準
が

保
て
な
い
、
亜
流
の
文
明
と
い
っ
て
よ
い
。
せ

っ
せ
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
し
こ

ん
で
、
や
っ
と
文
明
の
体
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
、
独
創
性
に
と
ぼ
し
い
、
折

衷
的
な
、
外
来
と
土
着
と
の
二
重
構
造
を
克
服
し
え
な
い
文
明
の
こ
と
で
あ
る
。
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〔邑

こ
の
定
義
に
は
、
自
ら
が
偽
物
で
あ
る
こ
と

へ
の
羞
恥
心
が
見
え
隠
れ
す
る
。

山
本
は
、
こ
の

「周
辺
文
明
」
と
そ

の
自
立
の
問
題
を
最
重
要
視
し
た
。
特
に

山
本
が
注
意
を
払

っ
た
の
が
、
バ
グ
ビ
ー
ら
が
わ
ず
か
な
が
ら
に
し
か
言
及
す

る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
そ
の
自
立
の
問
題
で
あ

っ
た
。

「周
辺
文
明
」
と
は
、
大
文
明
の
影
響

の
下
に
そ
の
周
辺
に
発
生
す
る
小
規

模
な
擬
似
文
明
を
意
味
す
る
。
元
来
そ
れ
は
、
そ
の

「中
心
文
明
」
た
る
大
文

明
の
下
で
他
律
的
に
文
明
の
す
が
た
を
装
お
う
ほ
か
の
な
い
存
在
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
希
に
こ
の
関
係
を
揺
る
が
す
事
態
が
起
こ
る
。
バ
グ
ビ
ー
は
日
本

の
事
例
を
引

い
て
そ
の
自
立
の
可
能
性
を
示
唆
し
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
ロ
シ
ア
を

事
例
に
衛
星
と
太
陽
の
逆
転
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
山
本
は
、
日
露
の
事
例
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
で
、
単

な
る
指
摘
に
す
ぎ
な
か
っ
た
自
立
の
問
題
を
基
に
、
新
た
な

「文
明
」
の
理
論

を
見
出
そ
う
と
格
闘
す
る
こ
と
に
な
る
。
山
本
は
、
な
ぜ
日
本
だ
け
が
非
西
欧

諸
国
の
中
で
唯

一
先
進
性
を
獲
得
で
き
た
の
か
、
何
が
、
遣
唐
使
に
代
表
さ
れ

る
決
死
の
漢
文
化
の
摂
取
と
和
風
の
確
立
、
文
明
開
化
に
よ
る
富
国
強
兵
に
代

表
さ
れ
る
無
謀
な
欧
化
と
戦
後
の
繁
栄
と

い
っ
た
、
苦
闘
と
も

い
え
る
日
本
の

文
明
化
の
道
の
り
を
宿
命
づ
け
た
の
か
と

い
う
大
き
な
問
の
答
え
を
直
感
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

山
本
の

「文
明
」
理
論
の
眼
目
は
、
羨
望
が
文
明
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
源
泉

で
あ
る
こ
と
に
光
を
当
て
る
点
に
あ
る
。
山
本
自
身
は
、
「中
心
文
明
」
と
な
る

大
文
明
は
悠
然
た
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
て
お
り
、
羨
望
の
理
論
を
徹
底
さ

せ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
が
、
部
分
的
な
適
用
に
限
ら
れ
た
と
し
て
も
、
羨
望

の
論
理
に
は
っ
き
り
と
光
を
当
て
て
い
た
の
で
あ
る
。

山
本
は
そ
れ
ま
で
の

「文
明
論
」
を
集
大
成
し
な
が
ら
、
日
本
と

い
う
視
点

か
ら
独
自
の

「文
明
論
」
を
展
開
し
、
『文
明
」
の

「ゲ
ー
ム
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
の
源
泉
を
捉
え
か
け
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
中
途
に
終
わ

っ
た
の
は
v
彼
が

な
お

「ゲ
ー
ム
」
の
渦
中
に
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
明
論
を
基
に
、
『文
明
」
の

「ゲ
ー
ム
」
を
再
構
成
し
て
み
よ
う

(9
)O

「文
明
」
は
羨
望
に
由
来
す
る
。
相
対
的
に
規
模
の
大
き
な
社
会
で
成
立
し

た
文
化
装
置
を
背
景
に
し
た
力
の
差
が
、
絶
対
視
さ
れ
、
規
模
の
小
さ
な
社
会

に
と

っ
て

「文
明
」
は
、
死
活
の
課
題
と
し
て
の
し
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
先

進
の

「文
化
装
置
」
を
移
転
し
、
も
と
の

「文
明
」
に
追

い
つ
こ
う
と
す
る
わ

け

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
技
術
開
発
や
制
度
の
拡
充
や
経
済
活
動
の
促
進
等
の
意

図
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
。
西
欧
を
例
に
と
る
と
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
周
縁
に

位
置
し
た
社
会
は
、
「文
明
」
を
実
感
し
、
先
進
性
の
獲
得
を
目
指
し
文
化
装
置

の
拡
充
を
模
索
す
る
。
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
滅
亡
後
、
帝
国
の
文
化
遺
産
の
多
く

が
東
方
に
引
き
継
が
れ
る
中
で
、
や
が
て
、
イ
ス
ラ
ム
帝
国
の
周
縁
と
し
て
、

再
び
、

}
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
な
、
先
進
性
の
獲
得
に

乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
点
で
、
多
く
の
古
代
の
遺
産
が
、
ア
ラ
ビ
ア

語
か
ら
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
移
転
さ
れ
、
同
時
に
、
イ
ス
ラ
ム
で
生
ま
れ
た
、
化

学
や
代
数
、
航
海
技
術
と

い
っ
.た
大
航
海
時
代
以
降
の
西
欧
の
世
界
進
出
を
支

え
る
こ
と
に
な
る
近
代
科
学
技
術
の
基
礎
も
ま
た
移
転
さ
れ
は
じ
め
る
。
そ
し

て
、
羨
望
と
怨
恨
が
、
世
界
進
出
を
支
え
続
け
る
。
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隷
属
を
免
れ
、
逆
に
優
位
に
立
ち
、
富
と
名
声
を
獲
得
し
た
い
。
こ
う
し
た

意
図
の
下
、
イ
ス
ラ
ム
の
支
配
を
経
験
し
た
イ
ベ
リ
ア
半
島
を
先
進
地
と
し
て
、

今
度
は
、
西
欧
の
中
の
国
家
間
で
、
同
様

の
羨
望
と
怨
恨

の
連
鎖
が
次
々
と
生

じ
、
巨
大
な

「ゲ
ー
ム
」

へ
と
発
展
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
中
で
、
支
配
を
継

続
さ
せ
る
た
め
の
技
術

の
開
発
が
急
務
と
な
り
不
幸
に
し
て
、
そ
の

一
部
は
成

功
し
、
「大
国
の
興
亡
」
と

い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
あ

っ
た
も
の
の
、

一
貫
し
て

西
欧
優
位
の
支
配
体
制
が
維
持
さ
れ
、
大
規
模
な
戦
禍
に
世
界
中
を
巻
き
込
ん

で
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。

一
入
世
紀
末
に
は
じ
ま
る
火
薬
原
料
の
大
量
生
産
法

の
開
発
は
、
そ
の
最
初
に
七
て
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
大
変
大
き

な
需
要
の
拡
大
と
、
長
年
に
わ
た
る
甚
大
な
努
力
の
投
入
と
が
あ

っ
た
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
意
図
は
行
動
を
つ
き
動
か
し
続
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
技
術
の
開
発
、
領
土
の
拡
大
、
生
産
性
の
向
上
は
、

常
に
、
「文
明
」

の
進
歩
と
し
て
の
み
語
ら
れ
て
き
た
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
開
発
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
純
粋

な
進
歩
の
追
究
こ
そ
が
、
技
術
開
発

の
意
図
で
あ
る
か
の
よ
う
に
多
く
の
技
術

者
た
ち
も
、
そ
の
享
受
者
た
ち
も
、
意
識
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
日
の

「環

境
』
も
、
間
違

い
な
く
こ
う
し
た
意

図
の
連
鎖
、
す
な
わ
ち
く
意
味
群
V
の
中

に
あ
る
の
で
あ
る
。

4

環
境
問
題
と
く
意
味
V
の
制
御

そ
こ
で
浮
か
び
上
が
る
の
が
、
〈
意
味
〉
の
制
御

の
問
題
で
あ
る
。
開
発
者

の
意
図
に
お

い
て
た
と
え
純
粋
な
進
歩
の
追
究
か
ら
開
発
さ
れ
た
技
術
が
あ

っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
社
会
の
役
に
立
ち
、
利
益
を
生
む
も

の
で
あ

っ
た
な

ら
ば
、
そ
の
意
図
に
反
し
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

『文
明
」
の

「ゲ
ー
ム
」

の
中
で
、
こ
の

「ゲ
ー
ム
」
を
支
え
、
拡
張
す
る
要
素
と
し
て
も
機
能
す
る
こ

と
に
な
る
。
「ゲ
ー
ム
」
が
拡
大
し
、
そ
の
全
体
が
複
雑
に
組
織
化
さ
れ
る
に
し

た
が

っ
て
、
益
々
、
個
々
の
開
発
の
直
接
的
な
意
図
は
、
『文
明
』
か
ら
離
れ
、

益
々
純
粋
な
進
歩
や
、
日
常
的
な
生
活
水
準
の
向
上
と

い
っ
た
具
体
的
な
利
便

性
に
発
す
る
も
の
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
全
く

の
錯
覚

に
す
ぎ
な
い
。
今
日
の

『環
境
』
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
な
価
値
自
体

が

『文
明
』
と
連
結
し
、
ど
ん
な
に
具
体
的
な
利
便
性
の
追
究
で
あ
ろ
う
と
も
、

衷
た

一
見
こ
れ
ま
で
の
傾
向

へ
の
挑
戦
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
ろ
う
と
も
、
こ

の
構
造
に
気
づ
き
意
図
的
な
変
更
を
企
て
な

い
限
り
は
、
そ
れ
ら
は
全
て
、
最

終
的
に
は
、
こ
の

「ゲ
ー
ム
」
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
開
発
者

や
政
府
が
新
た
な
技
術
開
発
に
よ

っ
て
生
じ
る
様
々
な
リ
ス
ク
を
予
測
し
排
除

し
よ
う
と
す
る
時
、
開
発
者
の
意
図
や
法
律

の
背
後
に
隠
れ
た
く
意
味
群
V
を

制
御
下
に
置
か
な

い
限
り
、
リ
ス
ク
回
避
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
る
こ
と
に
な

る
。今

世
紀
は
じ
め
の
デ
ュ
・
ボ
ン
社
の
カ
ロ
ー
ザ
ス
に
よ
る
ナ
イ
ロ
ン
の
発
見

(、)
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
化
学
物
質
の
開
発
は
、
こ
う
し
た
複
雑
な
ケ
ー
ス
に

あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
が
、
旦
ハ体
的
な
生
活
上
の
利
便
性
の
向
上
を
意
図
し

た
も
の
と
意
識
さ
れ
て
き
た
。
ナ
イ
ロ
ン
は
、
薄
く
光
沢
が
あ
り
、
絹
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
、
絹
よ
り
も
格
段
に
安
く
、
し
か
も
、
は
る
か
に
耐
久
性
の
あ

る
夢
の
素
材
と
し
て
開
発
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
想
定
で
き
た
、
様

々
な

プ
ラ
ス
の
価
値
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
純
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粋
か

つ
旦
ハ体
的
に
、
平
和
な
人
々
の
暮
ら
し
の
利
便
性
を
導
く
も
の
に
ほ
か
な

ら
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
承
知
の
よ
う

に
、
今
日
の
環
境
問
題
を
は
じ
め
と
す
る

思
い
が
け
な

い
逆
説
を
帰
結
す
る
。

問
題
の
核
心
は
、
『安
さ
』
と

「丈
夫
さ
」
の
双
方
を
有
機
化
学
の
技
術
を
用

い
て
求
め
た
点
に
あ
る
。
『安
さ
』
を
求
め
れ
ば
、
営
利
活
動
と
し
て
成
立
さ
せ

る
限
り
、
多
売
を
行
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
有
機
化

学

の
技
術
に
ア
フ
ォ
ー
ド
さ
れ
た

『丈
夫
さ
』
の
追
究
は
、
容
易
に
分
解
し
な

い
安
定
的
な
素
材
の
商
品
化
を
促
す

こ
と
に
な
り
、
こ
の
両
者
の
帰
結
が
今
日

の
環
境
問
題
に
ま
で
連
な
る
問
題
群
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
安
く
て
丈
夫
で
あ

る
が
故
に
、
安

い
だ
け
、
丈
夫
な
だ
け
よ
り
も
、
当
然
な
が
ら
喜
ば
れ
よ
く
売

れ
る
が
、
丈
夫
で
あ
れ
ば
長
持
ち
す
る
た
め
、

一
通
り
普
及
し
た
と
こ
ろ
で
商

品
価
値
が
消
失
し
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
様
々
な
差
異
化
の
工
夫
を
し
、
わ
ず

か
な
違

い
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
よ
り
魅
力
的
に
映
る
新
製
品
を
開
発
し
て
消
費

を
煽
り
、
ま
だ
使
え
る
既
存

の
も
の
を
廃
棄
さ
せ
、
需
要
の
創
出
に
努
め
る
こ

・
と
に
な
る
。
デ
ザ
イ
ン
や
イ
メ
ー
ジ
に
加
え
て
、
依
然
、

い
っ
そ
う
の

『安
さ
」

や

『丈
夫
さ
』
も
魅
力
的
な
要
素
と

し
て
重
要
で
あ
り
続
け
る
。
「安
さ
』
の
追

究
は
、
さ
ら
な
る
生
産
体
制

の
拡
大
を
促
す
と
と
も
に
、
ま
だ
使
え
る
品
物
の

廃
棄
に
伴
う
罪
悪
感
を
軽
減
し
、
『丈
夫
さ
』
の
追
究
は
、
よ
り
厄
介
な
化
学
物

質
を
産
み
出
す
と
と
も
に
、
技
術
の
進
歩
を
印
象
づ
け
買

い
換
え
の
強
力
な
動

機
づ
け
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
厄
介
な
素
材

で
で
き
た
製
品
の
大
量
生
産
、
大
量
消
費
、

大
量
廃
棄
の
サ
イ
ク
ル
の
量
的
質
的
拡
大
再
生
産
が
定
着
す
る
。
し
か
し
、
も

し
、
『安
さ
』
と

『丈
夫
さ
』
の
両
立

の
帰
結
を
考
慮
で
き
た
と
す
れ
ば
、
環
境

問
題
は
生
じ
え
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
社
会
工
学
的
な
ア
フ
ォ
ー
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ダ
ン
ス
を
見
る
こ
と
で
き
る
。
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
大
量

生
産
、
大
量
消
費
、
大
量
廃
棄
の
体
制
を
維
持
し
た
と
し
て
も
、
環
境
問
題
を

回
避
で
き
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
す
で
に
産
業
革
命
に
由
来
す
る
様

々
な
公
害
問
題
が
生
じ
て
お

り
、
大
量
廃
棄
の
コ
ス
ト
を
想
像
さ
せ
る
に
た
る
知
識
は
存
在
し
て
い
た
し
、

代
替
技
術
の
開
発
や
処
理
技
術
の
進
展
が
な

っ
た
と
し
て
も
、
廃
棄
物
の
管
理

に
気
を
配
る
と

い
っ
た
こ
と
は
可
能
で
あ

っ
た
。
問
題
な
の
は
、
化
学
工
学
的

な
技
術
水
準
の
高
低
で
は
な
く
、
〈
意
味
〉
が
も
た
ら
す
影
響

へ
の
関
心
の
有

無
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
き
さ
え
す
れ
ば
、
回
避
可
能
な
リ
ス
ク
や
コ
ス

ト
を
間
違

い
な
く
軽
減
で
き
る
し
、
そ
の
後
の
技
術
開
発
の
在
り
方
そ
の
も
の

も
大
き
く
変
わ

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「文
明
」

・

「安
さ
」

・

「丈
夫
さ
」
と
い
う
く
意
味
群
V
が
も
た
ら
す
結

果
が
、
予
期
せ
ぬ
事
態
を
産
ん
だ

の
で
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
環
境
問
題
の
元

凶
は
化
学
物
質
に
で
は
な
く
、
〈
意
味
V
に
あ
・る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

構
造
は

『環
境
」
が

「
リ
リ
ー
サ
ー
」
と
し
て
働
く
今
日
の
〈
意
味
群
〉
に
お

い
て
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
や
環
境
ホ
ル
モ

ン
に
代
表
さ
れ
る
有
害
物
質

の
処
理
の
問
題
も
、
極
論
す
れ
ば
、
物
質

の
生
成

や
処
理
の
技
術
の
改
善
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
〈
意
味
〉
の
制
御
の
技
術
の
確

立
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
十
分
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。



5
.

分
析

の
手
順

最
後
に
、
〈
意
味
群
V
の
分
析
の
手
順
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

①③ ②

 

④

開
発
さ
れ
る
新
技
術

へ
の
期
待
と
そ
れ
に
関
連
す
る
く
意
味
V
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
『文
明
』
を
そ
の
リ
ス
ト
に
加
え
る
。

個
々
の
〈
意
味
〉
が
も
た
ら
す
負

の
結
果
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
。

〈
意
味
〉
相
互

の
組
み
合
わ

せ
に
よ

っ
て
生
じ
る
負
の
結
果
を
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
す
る
。

負

の
結
果
を
回
避
す
る
た
め
の
実
現
可
能
な
手
段
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

す
る
。

〈
意
味
〉
の
数
が
膨
大
で
あ

っ
た
り
、
〈
意
味
V
問
の
関
係
の
特
定
が
は

っ
き

り
し
な

い
場
合
に
は
I
S
M
が
有
効

で
あ
る
。
全
て
の
く
意
味
V
問
の
関
与
の

有
無
を
バ
イ
ナ
リ
行
列
で
表
し
、
そ

の
行
列
に
単
位
行
列
を
プ
ー
ル
演
算
を
用

い
て
加
え
た
も
の
を
値
が
変
化
し
な
く
な
る
ま
で
累
乗
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
得

ら
れ
た
値
を
基
に
、
〈
意
味
V
問
の
影
響
関
係
、
階
層
関
係
を
モ
デ
ル
化
で
き

る
(、
ご
ま
た
、
評
価
の
手
続
き
の
際

に
も
既
存

の
評
価
の
た
め
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
が
役
に
立

つ
場
合
が
あ
る
こ
と
も

言
を
待
た
な
い
。

〈
意
味
〉
を
確
定
す
る
際
に
、
既
知
の
く
知
識
V
を
基
に
、
そ
の

「
ア
ス
ペ
ク

ト
」
が
成
立
す
る
状
況
、
言

い
換
え
れ
ば
、
そ
の
際
の

「
コ
ン
テ
グ
ス
ト
」
を

想
起
す
る
こ
と
で
、
そ
の
制
御
力
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
制
御
力

の
内
容
を
既
知
の
く
知
識
V
に
加
え
る
こ
と
で
〈
意
味
〉
を
確
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
稿
の
中
で
試
み
た
よ
う
に
く
知
識
V
の
集
合
で
あ
る

「文
明
論
」

の

よ
う
な
も
の
で
あ

っ
て
も
、
容
量
が
大
き
い
だ
け
で
、
同
様
に
し
て
、
〈
意
味
〉

の
集
合
と
、
そ
れ
が
導
く

「
ゲ
ー
ム
」
の
様
相
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
こ
う
し
た
演
算
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
先
に
定
式
化

し
た
関
係
が
前
提
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
同

一
く
象
徴
V
が
異
な
る

「ア
ス
ペ
ク
ト
」
を
運
ぶ
と

い
う
点

へ
の

考
慮
も
、
〈
意
味
V
を
確
定
す
る
場
合
に
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
と
り
わ

け
、
国
際
的
な
援
助
計
画
等
の
場
面
で
は
、
こ
の
作
業
の
ウ

エ
イ
ト
が
大
き
く

な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
内
や
同

一
自
治
体
内
で
の
計
画
で
あ

っ
て
も
こ
う

し
た

「
コ
ー
ド
」
の
問
題
か
ら
自
由
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
コ
ー
ド
」
の
問

題
に
気
を
配
る
こ
と
で
、
計
画
の
達
成
率
の
向
上
が
期
待
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
く
意
味
群
V
を

「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
に
留
意
し
な
が
ら
明
ら
か

に
し
、
「
コ
ー
ド
」
の
問
題
に
も
気
を
配
る
こ
と
で
、
既
存
の
社
会
工
学
的
ト
ゥ

ー
ル
の
適
用
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
確
実

に

「政
策
決
定
能
力
」
は
向
上
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
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         Environment, Civilization and Meanings 

  An Attempt to Apply Interpretive Anthropology to Social 

                     Engineering 

                        Kenichi SATO 

   This paper attempts to show the cultural theory of interpretive anthropology useful for the social 
engineering of global environmental problems. Though the theory was born as a tool of ethnographical 
writing, its range is wide enough to analyze "meaning" as a control mechanism for human behavior. 
Throwing light on the dimension of "meaning" aids social engineering to solve the problems of policy 
making that have been uncontrolled for many years. 
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