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循
環
型
社
会
を
つ
く
る
た
め
の
基
本
原
理
を
紹
介
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
重
要
な
話
題
で
あ
る
。

経
済
社
会
で
は
「
利
益
」
が
基
本
原
理
で
あ
り
、
目
的
で
あ
っ

た
。
農
業
も
ま
た
、
経
済
社
会
の
基
本
原
理
で
あ
る
利
益
に
従
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
利
益
が
な
け
れ
ば
、
経
済
活
動
を
継
続
す
る
こ

と
は
困
難
だ
か
ら
だ
。

し
か
し
、
利
益
が
目
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
他
人
か
ら
奪
っ
た

り
（
泥
棒
や
略
奪
）、
自
由
な
市
場
競
争
を
排
除
し
て
（
談
合
や

独
占
な
ど
）
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
経
済
学
、
経
済
社
会
で
は

禁
止
し
て
い
る
。
利
益
を
得
る
に
は
奪
う
の
が
い
ち
ば
ん
簡
単
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
放
っ
て
お
け
ば
利
益
を
求
め
て
奪
い
合
い
に
な
り
か

ね
な
い
社
会
を
、「
奪
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
ル
ー
ル
で
規

制
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
奪
う
こ
と
、
泥
棒
や
談
合
や
独
占
は
「
社
会
全
体

の
豊
か
さ
」
に
は
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
だ
。
奪
う
こ
と
は
一
時
的

に
は
一
部
の
人
の
利
益
に
な
っ
て
も
、
社
会
全
体
が
貧
し
く
な
る
。

泥
棒
の
横
行
す
る
社
会
は
豊
か
で
は
な
い
。
高
い
小
作
料
を
払

っ
て
小
作
人
が
耕
す
社
会
は
豊
か
で
は
な
い
。
労
働
者
が
安
い
賃

金
で
不
安
定
な
身
分
で
働
き
続
け
る
社
会
も
ま
た
豊
か
で
は
な

い
。そ

れ
ゆ
え
、
小
作
人
や
労
働
者
は
厳
し
い
弾
圧
を
受
け
な
が
ら

も
告
発
を
繰
り
返
し
、
小
作
制
度
の
撤
廃
や
労
働
者
の
保
護
を
制

度
と
し
て
定
着
さ
せ
て
き
た
。

こ
う
し
た
人
々
の
戦
い
の
歴
史
の
上
に
、
経
済
社
会
の
ル
ー
ル
、

基
本
原
理
と
し
て
「
奪
う
」
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

他
人
か
ら
奪
う
だ
け
で
な
く
、
働
く
者
か
ら
奪
う
こ
と
も
ル
ー
ル

で
禁
止
さ
れ
た
。
農
民
運
動
や
労
働
運
動
は
、
そ
う
い
っ
た
意
義

が
あ
っ
た
。

白
人
だ
か
ら
黒
人
を
奴
隷
と
し
て
扱
っ
て
も
よ
い
。
黒
人
は
給

料
が
安
く
て
も
よ
い
。
黒
人
は
人
間
と
し
て
劣
っ
て
い
る
。
…
…

な
ど
と
現
在
の
社
会
で
発
言
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
人
格
、
知
的
セ

ン
ス
が
疑
わ
れ
、
犯
罪
者
と
ま
で
さ
れ
る
社
会
・
時
代
で
あ
る
。

奴
隷
制
度
は
人
が
人
か
ら
奪
う
、
最
も
ひ
ど
い
仕
組
み
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
仕
組
み
を
正
当
化
す
る
た
め
に
白
人
た
ち
は
、

黒
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
劣
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
根
拠
の
な
い

情
報
を
つ
く
り
だ
し
、
奴
隷
制
度
を
擁
護
す
る
よ
う
な
人
々
の
セ

ン
ス
を
育
て
て
い
た
。

●
「
基
本
原
理
」
は
人
々
の
戦
い
の
蓄
積

連
載

中な
か
　

村
　
む
ら
　

修お
さ
む

（
長
崎
大
学
環
境
科
学
部
助
教
授
）

食
と
農
を
基
礎
に
し
た
循
環
型
社
会
の
構
築
│

9

環
境
の
時
代
は
農
の
時
代（
下
）│
有
限
の
世
界
で
の
農
の
意
義
│

●
知
的
セ
ン
ス
と
制
度
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「
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
か
つ
平
等
な
権
利
を
も

っ
て
い
る
」

こ
れ
は
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
の
一
部
で
、
封

建
制
度
、
王
が
農
民
や
国
民
か
ら
奪
う
仕
組
み
を
廃
止
し
た
と
き

の
も
の
だ
。
封
建
制
度
で
は
、
王
は
神
の
代
理
人
と
い
う
情
報
を

民
に
教
え
こ
み
、
民
が
王
を
敬
う
よ
う
な
セ
ン
ス
を
育
て
、
王
が

民
か
ら
奪
う
制
度
を
維
持
し
て
い
た
。

さ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
。
人
権
と
は
名
ば
か
り
の
「
男

の
権
利
宣
言
」
で
し
か
な
い
。
当
時
、
女
性
に
人
権
を
与
え
る
と

い
う
セ
ン
ス
は
な
か
っ
た
。

現
代
社
会
の
課
題
の
一
つ
は
女
性
か
ら
奪
う
こ
と
の
廃
止
で
あ

る
。
女
性
と
い
う
だ
け
で
給
料
は
安
く
、
不
当
な
扱
い
を
受
け
て

い
る
。女
は
数
学
に
弱
い
、機
械
に
弱
い
、と
い
う
嘘う

そ

の
情
報
が
流

さ
れ
、
女
は
結
婚
し
た
ほ
う
が
幸
せ（
結
婚
し
て
安
い
パ
ー
ト
の
給

料
で
働
く
こ
と
が
幸
せ
）と
い
う
セ
ン
ス
が
根
づ
か
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
女
性
運
動
が
発
言
力
を
強
め
、
新
た
な

社
会
の
ル
ー
ル
を
つ
く
り
つ
つ
あ
る
。
い
ま
や
「
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
概
念
が
確
立
し
、
女
性
を
性
の
道
具
と
し

て
扱
う
よ
う
な
セ
ン
ス
が
否
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、「
男
女

雇
用
機
会
均
等
法
」
と
い
う
不
十
分
な
ル
ー
ル
で
は
あ
る
が
、

「
男
女
平
等
法
」
へ
の
過
渡
期
の
法
律
と
し
て
「
女
性
か
ら
奪
う
」

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
セ
ン
ス
と
ル
ー
ル
が
徐
々
に
つ
く
ら
れ
つ
つ

あ
る
。

問
題
は
環
境
で
あ
る
。

楽
を
し
て
、
い
い
生
活
を
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
ど
こ
か
ら
か

奪
う
し
か
な
い
。
奴
隷
か
ら
も
奪
え
ず
、
第
三
世
界
か
ら
も
奪
え

ず
、
女
性
か
ら
も
奪
え
ず
に
、（
必
要
以
上
に
）
豊
か
な
暮
ら
し

を
す
る
に
は
、
未
来
か
ら
奪
う
し
か
な
い
。

自
家
用
車
で
好
き
な
と
こ
ろ
に
移
動
し
、
モ
ノ
に
あ
ふ
れ
た
暮

ら
し
を
実
現
す
る
た
め
に
、
数
億
年
か
け
て
蓄
積
し
た
地
球
の
遺

産
で
あ
る
石
油
を
わ
ず
か
一
○
○
年
ほ
ど
で
消
費
し
（
残
り
は
四

○
年
分
ほ
ど
）、
そ
の
ゴ
ミ
で
あ
る
炭
酸
ガ
ス
で
汚
染
を
拡
大
し

て
い
る
。

い
ま
の
わ
た
し
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
、
遺
産
も
な
く
な
り
、

汚
染
さ
れ
た
環
境
を
受
け
と
る
の
は
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。

こ
れ
が
環
境
問
題
で
あ
る
。

小
作
人
や
奴
隷
や
女
性
と
違
っ
て
、
未
来
の
大
人
で
あ
る
彼
ら

が
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
、
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
未
来
に
生
き
る
彼
ら
の
痛
み
や
不
利
益
を
慎
重
に

考
慮
し
、
彼
ら
に
代
わ
っ
て
発
言
す
る
た
め
の
セ
ン
ス
が
わ
た
し

た
ち
に
必
要
に
な
る
。
見
え
な
い
未
来
を
論
じ
る
た
め
の
知
的
セ

ン
ス
で
あ
る
。

「
フ
ラ
ス
コ
の
中
に
バ
ク
テ
リ
ア
と
エ
サ
を
入
れ
ま
し
た
。
時

間
と
と
も
に
バ
ク
テ
リ
ア
の
数
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
。
図
に
描

い
て
く
だ
さ
い
」（
次
ペ
ー
ジ
図
参
照
）

大
学
の
講
義
で
は
、
図
１
の
よ
う
に
、
ど
ん
ど
ん
増
え
る
と
い

う
学
生
の
解
答
例
は
二
割
も
あ
る
。「
ど
こ
ま
で
増
え
る
の
？
」

と
聞
く
と
、
慌
て
て
消
し
は
じ
め
る
。
フ
ラ
ス
コ
の
大
き
さ
が
有

限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

図
２
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ス
コ
の
大
き
さ
ま
で
増
え
て
、
あ
と
は

●
知
的
セ
ン
ス
と
経
済
学
者
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そ
の
ま
ま
と
い
う
答
え
も
多
い
。

正
解
は
図
３
。
資
源
と
し
て
の
エ
サ
が
枯
渇
す
る
だ
け
で
な
く
、

エ
サ
を
食
べ
た
後
に
出
す
廃
棄
物
な
ど
で
環
境
が
汚
染
さ
れ
、
資

源
の
枯
渇
と
汚
染
に
よ
っ
て
バ
ク
テ
リ
ア
は
絶
滅
す
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
ス
コ
の
中
に
、
バ
ク
テ
リ
ア
だ
け
で
な
く
、
ワ

ム
シ
、
ら
ん
そ
う
、
ク
ロ
レ
ラ
、
原
生
動
物
な
ど
を
入
れ
て
多
様

な
生
物
世
界
を
つ
く
る
と
、
バ
ク
テ
リ
ア
だ
け
独
占
的
に
は
増
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
図
４
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
生
き
物
と

一
緒
に
持
続
的
に
生
存
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

残
念
な
こ
と
に
、
図
５
の
ａ
の
部
分
を
見
て
、「
成
長
」
と
評

価
し
、
さ
ら
な
る
成
長
を
求
め
て
い
る
の
が
、
経
済
学
者
で
あ
る
。

ａ
は
破
壊
へ
の
道
と
い
う
認
識
が
経
済
学
者
に
は
な
い
。

未
来
を
見
通
す
知
的
セ
ン
ス
に
欠
け
て
い
る
の
が
経
済
学
者
で

あ
る
。

持
続
的
社
会
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
経
済
学
で
は
、
そ
の
定

義
は
な
い
。
定
義
が
な
い
ま
ま
、
持
続
的
社
会
と
い
う
言
葉
を
雰

囲
気
で
使
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
経
済
学
者
は
持
続
的
成
長
と
ま

で
言
い
出
し
て
い
る
。
持
続
的
成
長
と
は
無
限
に
続
く
成
長
の
こ

と
で
あ
り
、
有
限
の
地
上
で
の
無
限
の
成
長
は
あ
り
え
な
い
。
む

や
み
に
成
長
し
た
経
済
は
、
地
球
の
有
限
な
自
然
に
制
約
さ
れ
て

停
滞
し
、
破は

綻た
ん

へ
と
向
か
う
。

農
業
（
近
代
的
農
業
を
除
く
）
は
、
耕
し
て
収
穫
し
、
肥
料
を

入
れ
て
農
地
を
元
の
状
態
に
戻
し
て
、
ま
た
耕
し
収
穫
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
農
業
の
生
産
と
消
費
は
持
続
的
で
あ
っ
た
。

一
方
、
工
業
は
資
源
を
掘
り
出
し
て
商
品
を
作
り
、
そ
の
ゴ
ミ

は
放
置
す
る
だ
け
。
そ
れ
ゆ
え
、
工
業
の
見
た
目
の
生
産
性
は
高

か
っ
た
。

未
来
を
見
通
す
セ
ン
ス
の
な
い
経
済
学
者
は
、
見
た
目
の
生
産

性
の
高
さ
で
工
業
を
高
く
評
価
し
、
農
業
を
否
定
し
て
き
た
。

し
か
し
、
環
境
の
時
代
を
迎
え
、
持
続
的
社
会
が
求
め
ら
れ
る

い
ま
、
未
来
の
た
め
の
新
し
い
セ
ン
ス
が
つ
く
り
だ
さ
れ
、
農
の

生
産
、
農
の
労
働
が
再
び
輝
き
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。

osamu.nakamura@nifty.ne.jp
http://homepage3.nifty.com/osamu-nakamura/index.htm

感想や意見は，下記まで。
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