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Ⅰ
．
緒
言―

人
間
生
活
と
事
業
経
営
へ
の
展
望―

　

古
来
よ
り
、
人
間
は
、「
生
き
る
こ
と
」（to live

）
の
み
な
ら
ず
「
よ
り
良

く
生
き
る
こ
と
」（to live w

ell

）
を
探
究
し
て
き
た
。
そ
の
観
念
的
、
理
論

的
な
探
究
が
哲
学
で
あ
り
、
倫
理
学
で
あ
っ
た
。
特
に
、「
よ
り
良
く
」
と
は

何
か
、
を
探
究
し
て
き
た
の
が
倫
理
学
で
あ
っ
た
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ノ
ー
ス
・

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
（A

lfred N
orth W

hitehead

）
は
、
さ
ら
に
、「
よ
り
満
足

を
高
め
な
が
ら
生
き
る
こ
と
」（to live better

）
を
そ
の
リ
ス
ト
に
加
え
、
か

か
る
「
生
へ
の
三
重
の
衝
動
」
に
沿
っ
て
「
生
き
る
」
こ
と
を
「
生
命
の
技
巧
」

（art of life

）
と
よ
ん
だ

）
1
（

。

　

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
こ
の
改
定
は
、「
生
き
る
こ
と
」
か
ら
「
よ
り
良
く
生

き
る
こ
と
」
へ
の
衝
動
が
「
量
的
拡
大
」
に
、「
よ
り
良
く
生
き
る
こ
と
」
か

ら
「
よ
り
満
足
を
高
め
な
が
ら
生
き
る
こ
と
」
へ
の
そ
れ
が
「
質
的
充
実
」
に

あ
る
こ
と
の
推
論
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
、
二
種
類
の
「
生
命
の
技
巧
」
の

区
別
と
関
連
づ
け
の
必
要
性
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
人

間
生
活
の
向
上
や
社
会
の
発
展
を
跡
づ
け
、
ま
た
展
望
す
る
際
、
簡
潔
な
図
式

と
し
て
活
用
で
き
る
。

　

我
々
人
類
は
、
か
か
る
「
生
命
の
技
巧
」
を
環
境
へ
の
働
き
か
け
と
し
て
発

揮
し
、
人
間
生
活
の
向
上
を
図
っ
て
き
た
。
か
か
る
「
働
き
か
け
」
は
、
人
間
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能
力
の
限
界
や
効
果
性
の
観
点
か
ら
も
、「
協
働
と
競
争
」
を
媒
介
に
な
さ
れ

る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
始
動
す
る
た
め
に
、
ま
た
そ
の
歴
史
的
な
プ
ロ
セ
ス
の

中
で
い
わ
ゆ
る
制
度
、
組
織
、
知
識
、
科
学
技
術
、
倫
理
・
道
徳
、
認
識
様
式
、

行
動
様
式
、
生
活
様
式
な
ど
が
形
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
生
成
し
て
く
る
。

　

こ
の
よ
う
な
構
図
の
中
で
、
工
業
化
の
進
展
を
中
心
と
す
る
近
代
が
生
成

し
、
成
熟
化
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、「
量
的
拡
大
」
を
衝
動
と
し
た
「
生
き
る

こ
と
」
か
ら
「
よ
り
良
く
生
き
る
こ
と
」
へ
の
「
生
命
の
技
巧
」
の
段
階
で
あ
っ

た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
か
か
る
工
業
化
の
進
展
は
、
近
代
社
会
の
中
心
的
な
一

つ
の
制
度
で
あ
り
、
組
織
で
あ
る
企
業
と
科
学
技
術
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
リ
ン
グ
と

そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
い
ま
一
つ
の
中
心
的
な
制
度
で
あ
る
政
治
・
行
政
組
織

が
主
要
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
。

　

近
代
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
制
度
、
組
織
は
、
ま
た
知
識
、
倫

理
・
道
徳
、
認
識
様
式
、
行
動
様
式
、
生
活
様
式
さ
え
も
、
か
か
る
文
脈
の
中

に
意
味
づ
け
ら
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
た
の
は
、「
経
済
成
長
」、「
競
争
」、

「
経
済
的
合
理
性
」、「
科
学
技
術
の
振
興
」、「
科
学
的
合
理
性
」
な
ど
で
あ
っ
た
。

　

か
か
る
人
類
、
あ
る
い
は
社
会
に
よ
る
「
生
命
の
技
巧
」
の
発
現
は
、「
生

へ
の
三
重
の
衝
動
」、
と
り
わ
け
「
よ
り
良
く
生
き
る
こ
と
」
か
ら
「
よ
り
満

足
を
高
め
な
が
ら
生
き
る
こ
と
」
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
曖
昧
に
し
、
さ
ら
に
は
そ

れ
を
先
送
り
す
る
こ
と
へ
と
導
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
留
ま
ら

ず
、
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
（U

lrich B
eck

）
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
富
（w

elfare

）

の
生
産
と
分
配
」
と
同
時
に
「
危
険
（risk

）
の
生
産
と
分
配
」
を
も
た
ら
し
、「
危

険
社
会
」
の
様
相
を
呈
し
て
き
た

）
2
（

。
ま
た
、
そ
れ
は
、
上
述
の
文
脈
の
中
で
進

行
し
た
「
経
済
成
長
」、「
工
業
化
」、「
科
学
技
術
の
振
興
」、「
企
業
」
な
ど
の

自
己
目
的
化
の
結
果
で
も
あ
る
。

　

今
日
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
受
け
、
我
々
は
、
ベ
ッ
ク
の
指
摘

通
り
、
自
己
批
判
と
し
て
の
「
内
省
的
近
代
化
（reflexive m

odernization

）」

の
道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

）
3
（

。
そ
こ
で
は
、「
生
へ
の
三
重
の
衝
動
」、

と
り
わ
け
「
よ
り
良
く
生
き
る
こ
と
」
か
ら
「
よ
り
満
足
を
高
め
な
が
ら
生
き

る
こ
と
」
へ
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
覚
醒
と
、「
よ
り
満
足
を
高
め
な
が
ら
」

と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
ま
た
「
質
的
充
実
」
へ
の
「
生
命
の
技
巧
」
と
は
何

か
、
な
ど
の
問
い
に
「
生
き
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
今
日
、
進
行
し
つ
つ

あ
る
の
は
、「
経
済
成
長
」、「
工
業
化
」、「
科
学
技
術
の
振
興
」、「
企
業
」
な

ど
を
「
生
へ
の
三
重
の
衝
動
」、と
り
わ
け
「
よ
り
良
く
生
き
る
こ
と
」
か
ら
「
よ

り
満
足
を
高
め
な
が
ら
生
き
る
こ
と
」
の
文
脈
に
再
配
置
し
、
人
間
生
活
に
対

す
る
そ
れ
ら
の
補
完
関
係
を
見
直
そ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。

　

そ
の
動
き
の
中
で
、
特
に
工
業
化
の
進
展
に
関
し
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た

し
て
き
た
企
業
と
科
学
技
術
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ

る
応
用
倫
理
学
と
言
わ
れ
る
領
域
の
中
で
、
こ
れ
ら
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
や

書
籍
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
確
認
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
、
工
業
化

の
進
展
を
引
っ
張
っ
て
き
た
行
為
主
体
で
あ
る
企
業
と
い
う
組
織
に
焦
点
を
当

て
、
そ
れ
と
科
学
技
術
の
関
係
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
企
業
は
、
生
活

者
が
必
要
と
す
る
物
資
や
サ
ー
ビ
ス
を
事
業
と
し
て
経
営
す
る
組
織
で
あ
る
。

か
か
る
事
業
を
事
業
と
し
て
現
実
化
す
る
に
は
、
科
学
技
術
が
不
可
欠
で
あ

る
。
ど
の
よ
う
な
事
業
に
ど
の
よ
う
な
科
学
技
術
を
選
択
す
る
か
。
そ
れ
は
、

企
業
の
み
で
は
な
く
、
人
間
生
活
や
社
会
の
在
り
方
に
、
決
定
的
な
影
響
を
与
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え
る
問
題
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
企
業
倫
理
や
科
学
技
術
倫
理
に
関
す
る
議
論
や
書
物
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
方
の
領
域
に
関
す
る
視
座
が
欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
企
業
倫
理
に
科
学
技
術
倫
理
が
欠
落
す
る
な
ら
ば
、
コ
ア
と
な
る
部
分
が

極
め
て
脆
弱
と
な
ろ
う
。
科
学
技
術
倫
理
に
企
業
倫
理
に
関
す
る
、
特
に
組
織

の
価
値
創
造
と
そ
の
組
織
の
貢
献
者
に
対
す
る
倫
理
的
影
響
力
へ
の
視
座
を
欠

く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
実
的
な
意
義
が
薄
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者

は
、「
内
省
的
近
代
化
」
に
と
っ
て
企
業
改
革
が
戦
略
的
重
要
性
を
持
つ
と
の

視
座
か
ら
、
企
業
、
特
に
そ
の
組
織
に
関
す
る
哲
学
的
、
倫
理
学
的
省
察
の
必

要
性
を
認
め
、
組
織
倫
理
学
の
構
築
を
構
想
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

そ
の
一
環
と
し
て
、「
企
業
が
事
業
を
経
営
す
る
」
出
来
事
を
人
間
生
活
と
の

関
連
の
中
で
そ
の
社
会
的
意
味
を
「
事
業
経
営
」
と
捉
え
、
そ
れ
と
科
学
技
術

を
如
何
に
組
織
と
し
て
関
連
づ
け
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
、
基
本
的
な
問
題
を

取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

Ⅱ
．
事
業
経
営
の
本
質

1
．
企
業
経
営
と
事
業
経
営

　

企
業
と
い
う
言
葉
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
法
律
お
よ
び
経
済
学
上
の
概

念
が
日
常
に
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
特
殊
限
定
的

な
意
味
が
一
般
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
企
業
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
言

い
表
さ
れ
て
い
る
意
味
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
範
疇
化
で
き
る
。

　

A
　

資
本
の
出
資
者
の
所
有
物
、
利
潤
追
求
の
機
関

　

B 
　

か
か
る
目
的
の
手
段
と
し
て
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
・

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
事
業
シ
ス
テ
ム

　

C
　

そ
れ
を
運
営
す
る
組
織
な
い
し
経
営
シ
ス
テ
ム

　

A
に
お
い
て
は
、
企
業
の
意
味
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
が
、
B
、
C
に

お
い
て
は
多
義
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
に
は
、
企
業
イ
メ
ー
ジ

は
、
企
業
の
内
容
と
し
て
は
B
と
C
を
予
想
し
て
は
い
る
が
、
限
定
的
で
あ
る

A
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
た
、
ま
た
ほ
と

ん
ど
「
神
話
」
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
世
間
に
浸
透
し
て
い
る
セ
ン
テ
ン
ス
が
、

“ B
usiness of business is business.”

で
あ
る
。“ B

usiness is business.”

は
、

こ
れ
を
簡
素
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
語
で
は
「
ビ
ジ
ネ
ス
は
ビ
ジ
ネ
ス

だ
」
と
な
る
。
言
葉
で
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
内
包
さ
れ
て
い
る

の
は
、「
そ
れ
以
上
で
も
、
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
純
粋
な
経
済
行

為
、
な
い
し
取
引
行
為
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

に
、“ B

usiness and ethics don’ t m
ix.”

（「
ビ
ジ
ネ
ス
と
倫
理
は
混
ざ
り
合

わ
な
い
。」）
と
い
う
命
題
も
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
今
日
で
は
、
B
と
C
の
多
義
性
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
企
業
の
「
多
様
な
意
味
」
が
問
わ
れ
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
り
つ

つ
あ
る
。
正
確
に
は
、
ま
ず
C
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
加
え
B
の
多
義
性
が
話
題

に
上
っ
て
き
た
。
前
者
は
人
間
協
働
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
は
人
間

協
働
と
自
然
と
の
関
係
が
「
事
業
運
営
の
在
り
方
」
を
巡
っ
て
問
わ
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
、
今
日
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
問
い
」
の
先
に
展
望
さ
れ
て
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い
る
こ
と
を
含
み
、
新
し
い
命
題
と
し
て
、『
も
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
G 

M

を
経
営
し
た
ら
』
を
著
し
た
ト
ム
・
モ
リ
ス
（Tom

 M
orris

）
は
、“ B

usiness 

is a partnership for living better.”

（「
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
よ
り
よ
い
生
活
の
た

め
の
一
つ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
」）を
提
示
し
て
い
る

）
4
（

。当
然
な
が
ら
、

そ
れ
は
、“ B

usiness and ethics are m
ixed.”

（「
ビ
ジ
ネ
ス
と
倫
理
は
混
ざ

り
合
う
。」）
を
内
包
し
て
い
る
と
、
見
て
よ
い
。

　

従
来
の
企
業
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
読
み
取
れ
る
経
営
の
在
り
方
は
、「
企
業
経

営
」
で
あ
り
、
今
日
の
そ
れ
は
「
事
業
経
営
」
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
、

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
企
業
が
事
業
を
経
営
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
の
「
抽

象
」
と
「
捨
象
」
が
あ
る
。「
企
業
経
営
」
は
、「
結
果
」
で
あ
る
「
利
益
」
が

抽
象
さ
れ
、「
プ
ロ
セ
ス
」
で
あ
る
「
事
業
」
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
事

業
経
営
」
に
お
い
て
は
、「
プ
ロ
セ
ス
」
で
あ
る
「
事
業
」
が
抽
象
さ
れ
、「
結

果
」
で
あ
る
「
利
益
」
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
抽
象
と
捨
象
は
、
我
々
の
思
考

に
お
い
て
は
必
然
的
な
も
の
で
、
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題
は
、
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
特
に
重
視
し
て
い
る
論
点
で
あ
る
が
、「
具
体
性
を
置
き
違
え

る
誤
謬
」（fallacy of m

isplaced concreteness

）
を
犯
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、

つ
ま
り
あ
る
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
を
「
捨
象
」
し
て
い
な
い
か
ど
う
か

で
あ
る

）
5
（

。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お

い
て
、
捨
象
は
可
能
な
の
か
、
と
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

少
な
く
と
も
、
か
か
る
文
脈
と
し
て
考
え
う
る
の
は
、「
社
会
や
人
間
の
ニ
ー

ズ
（needs

）」
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
目
的
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
よ
う
と
、
ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
な
し
に
は
、
か
か
る
活
動
は
生
成
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。「
社
会
や
人
間
の
ニ
ー
ズ
」
が
一
様
性
を
示
し
て
い
る
社
会
的
な

文
脈
に
お
い
て
は
、
特
に
「
生
き
る
こ
と
」
に
必
要
な
物
資
が
欠
落
し
て
い
る

場
合
は
、
か
か
る
活
動
の
課
題
は
明
ら
か
で
あ
り
、
つ
ま
り
企
業
の
み
で
な
く

社
会
全
般
に
わ
た
っ
て
「
経
済
成
長
」
や
「
科
学
技
術
の
振
興
」
が
共
通
の
課

題
と
な
り
、
そ
の
場
合
企
業
の
目
的
で
あ
る
「
利
益
」
の
実
現
の
た
め
に
は
た

だ
た
だ
「
経
済
的
合
理
性
」
な
い
し
「
効
率
性
」
へ
の
配
慮
を
徹
底
す
れ
ば
よ

い
こ
と
に
な
り
、「
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
事
業
」
へ
の
配
慮
は
限
り
な
く
意
識
す

る
必
要
は
な
く
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
よ
り
満
足
を
高
め
て
生
き
る
こ
と
」

へ
の
衝
動
と
「
内
省
的
近
代
化
」
の
下
に
お
け
る
「
経
済
成
長
」
や
「
科
学
技

術
の
振
興
」
へ
の
省
察
が
漸
進
的
に
進
ん
で
い
く
こ
と
を
背
景
と
す
る
「
社
会

や
人
間
の
ニ
ー
ズ
」
の
多
様
性
、
重
層
性
を
示
す
社
会
的
文
脈
に
お
い
て
は
、

「
課
題
発
見
」
そ
の
も
の
が
重
要
性
を
帯
び
、
い
か
な
る
事
業
を
ど
の
よ
う
な

条
件
の
も
と
に
構
想
し
、
具
現
化
し
て
い
く
か
の
「
プ
ロ
セ
ス
」
が
戦
略
的
に

重
要
に
な
り
、「
結
果
」
で
あ
る
「
目
的
」
は
特
に
配
慮
す
る
必
要
性
は
な
く

な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
経
営
の
在
り
方
」
は
社
会
的
文
脈
に
依
存
し
て
い
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
的
に
、
学
問
的
に
も
社
会
の
常
識
と
し
て
も
、
こ
れ
ま

で
例
外
を
除
き
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
経
営
の
在
り
方
」
は
「
事
業
経
営
」

で
は
な
く
「
企
業
経
営
」
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。「
社
会
や
人
間
の
ニ
ー

ズ
」
が
多
様
性
、
重
層
性
を
示
し
て
い
る
と
今
日
の
社
会
的
文
脈
を
解
釈
す
る

な
ら
ば
、「
企
業
経
営
」
は
「
具
体
性
の
置
き
違
い
」
を
犯
し
て
い
る
、
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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2
．
事
業
経
営
の
本
質―

ニ
ー
ズ
へ
の
応
答―

　

「
企
業
経
営
」
は
、
行
動
の
面
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
外
面
的
に
は
「
ニ
ー

ズ
へ
の
応
答
」
と
言
っ
て
よ
い
が
、
意
味
的
、
意
図
的
に
は
そ
の
性
質
は
限
り

な
く
薄
ま
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
事
業
経
営
」
は
「
ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
」

行
為
そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
「
事
業
経
営
」
の
本

質
で
あ
る
。

　

「
ニ
ー
ズ
と
は
何
か
」。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、「
ニ
ー
ズ
」（needs

）

と
「
欲
求
」（w

ants

）
の
区
別
と
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、「
ニ
ー
ズ
」を「
必
要
性
」な
い
し「
欠
乏
感
」と
訳
し
て
お
こ
う
。「
ニ
ー

ズ
」
と
は
、
生
活
の
た
め
に
は
何
か
が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
、
欠
け
て
い
る
感

じ
、
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、「
何
か
」
は
曖
昧

な
場
合
が
多
く
、
そ
れ
は
未
確
定
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
お
く
こ

と
で
あ
ろ
う
。「
何
か
」
が
確
定
し
て
い
る
場
合
、そ
れ
は
「
欲
求
」
と
言
え
る
。

「
ニ
ー
ズ
」
と
「
欲
求
」
を
媒
介
す
る
の
は
、「
商
品
情
報
」
で
あ
る
。

　

「
ニ
ー
ズ
」
の
特
徴
と
し
て
は
、「
対
象
の
曖
昧
性
が
高
い
」、「
推
測
さ
れ
る

も
の
」、
そ
し
て
「
間
違
い
や
す
い
」
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
故
に
、「
ニ
ー
ズ
の
推
測
」
に
関
し
て
は
「
柔
軟
性
」（flexibility

）
が
要

請
さ
れ
る
。
一
方
、「
欲
求
」
の
そ
れ
は
、「
対
象
の
明
晰
性
が
高
い
」、「
創
り

出
さ
れ
る
も
の
」、
そ
し
て
「
不
要
な
も
の
な
い
し
好
ま
し
く
な
い
も
の
の
創

出
可
能
性
が
高
い
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
」

に
は
「
批
判
的
能
力
」（critical ability

）
が
欠
か
せ
な
い
。
か
か
る
視
座
か

ら
「
ニ
ー
ズ
」
と
「
欲
求
」
を
媒
介
す
る
「
市
場
調
査
」、「
商
品
開
発
」、
そ

し
て
「
商
品
情
報
の
提
供
」
を
展
望
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
両
者
の
性
質
を
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
下
に
捉
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
諸
性

質
か
ら
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
「
柔
軟
性
」
と
「
批
判
的
能
力
」
を
相
互
補
完

的
に
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
見
て
取
れ
る
。

　

第
1
図
は
、
上
述
の
こ
と
を
起
点
に
、
事
業
の
プ
ロ
セ
ス
を
主
と
し
て
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
・
プ
ロ
セ
ス
に
焦
点
を
当
て
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ニ
ー
ズ

と
欲
求
の
区
別
と
関
連
」
に
関
す
る
真
摯
な
省
察
に
焦
点
を
当
て
た
場
合
、「
事

業
経
営
」
の
性
質
を
強
化
し
よ
う
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、「『
利
益
に
な
り
そ
う

な
モ
ノ
』
や
『
自
分
が
売
り
た
い
モ
ノ
』
に
関
す
る
『
情
報
』
を
一
方
的
に
流

し
、『
欲
求
の
創
造
』
に
」
焦
点
を
当
て
、「
柔
軟
性
」
と
「
批
判
的
能
力
」
の

「
特
性
を
欠
い
た
ま
ま
『
市
場
創
造
』
へ
と
志
向
す
る
と
き
、『
企
業
経
営
』
の

傾
向
が
強
ま
る

）
6
（

」。
た
と
え
、「
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
応
答
す
る
」
と
表
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
も
、「
市
場
の
超
セ
グ
メ
ン
ト
化
が
わ
れ
わ
れ
に
提
供
す
る
『
オ

プ
シ
ョ
ン
』」
が
そ
れ
に
値
す
る
か
ど
う
か
、
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
か
か

る
「
オ
プ
シ
ョ
ン
」
が
「
産
業
側
が
定
義
し
た
」「
ニ
ー
ズ
」
を
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る

）
7
（

。

3
．
事
業
経
営
の
社
会
性

　

「
ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
」
は
、
基
本
的
に
は
顧
客
に
関
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
限
定
さ
れ
な
い
。
現
代
の
事
業
経
営
は
、
多
く
の
ス
テ
イ
ク

ホ
ル
ダ
ー
（stakeholder；

利
害
関
係
者
）
の
ニ
ー
ズ
に
も
応
答
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
種
々
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
は
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
I
・
バ
ー
ナ
ー

ド
（C

hester I. B
arnard

）
の
言
葉
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
事
業
経
営
の
行
為

主
体
で
あ
る
組
織
と
の
間
で
貢
献
（contribution

）
と
誘
因
（inducem

ent

）
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の
交
換
を
行
っ
て
い
る
存
在
者
で
あ
る

）
8
（

。
組
織
は
、
か
か
る
複

合
的
、
重
層
的
な
C 

I
バ
ラ
ン
ス
の
形
成
に
よ
っ
て
生
成
し
、

存
続
す
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
バ
ラ
ン
ス
形
成
の
プ
ロ
セ
ス

の
中
で
「
ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ

れ
故
に
そ
こ
で
の
「
ニ
ー
ズ
の
定
義
」
は
企
業
主
導
型
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
関
係
構
造
を
客
観
的
、
あ
る
い
は

各
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
側
か
ら
見
れ
ば
、「
事
業
」
は
「
共
通

の
手
段
」と
い
う
側
面
を
持
つ
。あ
ら
ゆ
る
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー

に
と
っ
て
、
特
定
の
事
業
は
自
己
の
何
ら
か
の
目
的
に
と
っ
て

の
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
株
主
、
従
業
員
、
顧
客
に
と
っ
て

も
、
さ
ら
に
は
地
域
社
会
、
政
治
・
行
政
、
環
境
保
護
団
体
さ
え
、

同
様
の
意
味
を
持
つ
。
そ
こ
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
な

ら
ば
、「
事
業
」
が
特
定
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
っ
て
「
専

有
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
整
合
性
が
な
い
。

　

「
事
業
の
社
会
性
」
は
、
以
上
の
文
脈
に
お
い
て
、
説
明
し

得
る
。「
共
通
の
手
段
」
の
意
味
解
釈
に
お
い
て
、「
共
通
の
」

に
力
点
を
置
い
た
場
合
と
、
そ
れ
に
対
し
て
「
の
手
段
」
に
力

点
を
移
し
た
場
合
を
区
別
す
る
と
、便
利
か
も
し
れ
な
い
。「
共

通
の
」
と
い
う
表
現
は
「
み
ん
な
に
開
か
れ
て
い
る
」
こ
と
を
、

ま
た
「
の
手
段
」
に
力
点
を
移
し
た
場
合
そ
れ
は
「
み
ん
な
の

た
め
に
な
る
」
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
は
「
公
共

性
」
と
、後
者
は
「
公
益
性
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

Needs Wants

Needs Wants

flexibility critical ability

図 1　ニーズと欲求の区別と関連

出典： 本図は、事業過程を主としてマーケティング・プロセスに焦点を

当て、筆者が図式化したものである。最初に提示したのは、日本

ホワイトヘッド・プロセス学会第 24 回全国大会（2002 年 10 月

26 日～ 27 日、東北公益文科大学）での「一般公開　フォーラム

21 ＜公益＞を考える」にて筆者が報告した際配布した資料におい

てである。ただし、「Needs ＋商品情報＝ Wants ＋購買力＝需要

＋商品販売＝市場創造」の表記方法と needs の「欠乏感」という

訳は、1980 年代の半ば当時桃山学院大学の同僚であった伊藤淳巳

（大阪市立大学名誉教授）から研究会や会話を通して学んだもの

である。ここに記して感謝したい。

出典： 谷口照三著『戦後日本の企業社会と経営思想―CSR 経営を語る

一つの文脈―』、171 頁。
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「
事
業
の
社
会
性
」
と
は
、か
か
る
「
公
共
性
」
と
「
公
益
性
」
の
統
合
で
あ
る
。

か
か
る
「
事
業
の
社
会
性
」
を
具
現
化
す
る
こ
と
に
、経
営
者
の
使
命
が
あ
り
、

そ
の
遂
行
に
こ
そ
「
経
営
者
職
能
の
社
会
的
正
当
性
」
が
あ
り
、
経
営
者
の
存

在
論
的
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
点
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
進
む
今
日
の
社
会
状
況
に
お
い
て
は
、

ま
す
ま
す
重
要
に
な
ろ
う
。
第
2
図
は
、
企
業
と
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
の
相

互
関
係
の
み
で
な
く
、
種
々
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
の
、
ま
た
ス
テ
イ
ク
ホ

ル
ダ
ー
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
含
め
た
多
様
な
、
多
元
的
な
、
そ
し
て
「
中

心
な
き
」（centre-less

）
繋
が
り
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
は
、

ニ
ー
ズ
の
「
多
様
化
」
の
み
な
ら
ず
、「
重
層
化
」
が
進
み
、
さ
ら
に
間
主
観

的
（intersubjective

）
な
「
共
有
化
」
さ
え
起
り
つ
つ
あ
る
。

Ⅲ
．
企
業
経
営
か
ら
事
業
経
営
へ
の
転
換
と
科
学
技
術

1
．「
社
会
的
有
用
性
」
と
「
社
会
的
損
失
の
回
避
」

　

ニ
ー
ズ
を
範
疇
化
す
る
な
ら
ば
、「
社
会
的
有
用
性
」
と
「
社
会
的
損
失
の

回
避
」
が
一
般
的
で
あ
り
、
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
ニ
ー
ズ
に
応

答
す
る
」
事
業
は
、
そ
れ
ら
の
価
値
を
具
現
化
す
る
活
動
で
あ
る
。

　

か
か
る
視
座
に
立
て
ば
、
事
業
の
活
動
主
体
で
あ
る
組
織
に
お
い
て
は
、「
社

会
的
有
用
性
」
と
「
社
会
的
損
失
の
回
避
」
を
巡
る
理
念
構
想
と
そ
の
実
践

的
枠
組
み
の
構
築
が
必
要
と
さ
れ
る
、
と
い
う
点
が
展
望
で
き
よ
う
。
こ
こ
で

「
社
会
的
」
と
は
、
人
々
が
生
き
て
い
く
段
階
的
な
状
況
を
、
ま
た
そ
の
中
で

共
有
化
さ
れ
て
い
る
一
定
の
文
脈
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の

状
況
や
文
脈
に
よ
っ
て
、
理
念
構
想
や
実
践
枠
組
み
の
構
築
は
、
異
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

「
ニ
ー
ズ
」
と
い
う
場
合
、
通
常
、
前
者
の
「
社
会
的
有
用
性
」
を
指
す
場

合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
企
業
経
営
の
段
階
に
お
い
て
は
、「
社
会
的

損
失
の
回
避
」
よ
り
も
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
社
会
的
有
用
性
」
に
重
き
が
置

か
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
漸
進
的
に
人
々
の
環
境
や
社
会
お
よ
び
人
権

な
ど
の
問
題
意
識
が
高
ま
り
、「
社
会
的
損
失
の
回
避
」
も
そ
の
対
象
と
な
っ

た
。
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
今
日
注
目
す
べ
き
点
は
、「
社
会
的
有
用
性
」
の
中

に
「
社
会
的
損
失
の
回
避
」
が
組
み
込
ま
れ
る
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。「
た
と
え
ば
、
環
境
や
人
間
お
よ
び
社
会
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ら

に
は
そ
れ
ら
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
事
業
が
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
判
断
基
準
が
、
新
た
に
『
社
会
的
有
用
性
』
の
中
に
入
り
込
ん
で
く
る
。

…
…

　

こ
れ
ま
で
は
、わ
れ
わ
れ
は
、『
有
用
性
』
が
あ
る
か
ら
『
価
値
』
が
あ
る
と
、

考
え
る
傾
向
が
あ
っ
た

）
9
（

」。
し
か
し
、
ジ
ー
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
（Zygm

unt 

B
aum

an

）
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
こ
れ
は
間
違
い
な
く
理
性
の
語
り
口

で
あ
」
り
、「『
価
値
』
を
『
有
用
性
』
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
徴
集
す
る
こ

と
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
価
値
を
有
用
性
の
従
者
ま
た
は
副
産
物
に
仕
立
て

上
げ
る
こ
と

）
10
（

」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
、
間
主
観
性
の
下
で
の
「
共
感
」

（sym
pathy

）
に
よ
り
、
ま
た
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
他
者
（
自
然
な
ど
の

環
境
も
含
む
）
へ
の
「
配
慮
」（care

）
か
ら
「
価
値
」
が
逆
に
何
か
を
使
用

す
る
こ
と
の
「
有
用
性
」
を
意
味
づ
け
る
こ
と
へ
と
転
換
し
て
い
く
よ
う
に

思
わ
れ
る
。「『
使
用
』
は
自
分
自
身
の
た
め
の
獲
得
を
意
味
し
、『
価
値
』
は
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そ
の
自
己
否
定
を
予
想
さ
せ
る
。
使
用
す
る
こ
と
は
奪
う
こ

と
、
価
値
づ
け
る
こ
と
は
与
え
る
こ
と
で
あ
る

）
11
（

」。
か
か
る

思
考
傾
向
に
連
携
し
な
が
ら
、
事
業
の
理
念
構
想
や
実
践
的

枠
組
み
の
構
築
に
踏
み
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
組
織
は
事
業
経

営
へ
の
扉
を
開
き
、
歩
み
出
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
は
、
か
か
る
「
扉
は
全
開
」
と
は

言
え
ず
、
ま
た
そ
の
「
歩
み
は
強
い
」
と
断
言
で
き
な
い
。

そ
こ
に
は
、
多
く
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
個
々
の
組
織
の

主
体
的
な
応
答
の
質
の
問
題
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
根
本
的

な
問
題
は
、
事
業
の
、
し
た
が
っ
て
「
社
会
的
有
用
性
」
と

「
社
会
的
損
失
の
回
避
」
の
具
現
化
に
は
科
学
技
術
の
媒
介

を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
、と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、

人
間
生
活
の
向
上
は
、「
経
済
成
長
」、「
科
学
技
術
の
振
興
」、

そ
し
て
「
経
済
的
科
学
技
術
的
合
理
性
」
の
一
体
的
な
連
関

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
命
題
が
事
実
と
し
て

人
々
の
中
に
浸
透
し
て
き
た
。「
ニ
ー
ズ
の
一
様
性
か
ら
多

様
性
へ
」
の
変
化
が
起
き
つ
つ
も
、
か
か
る
命
題
の
浸
透
が

広
く
、
深
く
行
き
渡
っ
て
き
た
だ
け
に
、
事
業
経
営
へ
の
転

換
は
確
実
に
進
行
し
て
い
る
け
れ
ど
、
急
激
で
革
新
的
だ
と

は
言
い
難
い
。

2
．
科
学
技
術
の
必
然
性

　

そ
れ
ら
の
浸
透
度
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
ま
た
「『
科

1

2

3

1

2

1

2

1

図 2　中心なきネットワーク

出典： Crane, Andrew, and Dirk Matten, Business Ethics: A European Perspective, Oxford 

University Press, 2004. p. 51. Figure 2.2. (e) Network model.「市民的社会組織」

は原典では ‘Civil society’ である。彼らは、この言葉で、圧力団体、地域社会、

非政府組織などを意味していると注記しているので、「組織」を追加した。
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学
技
術
』
と
い
う
も
の
が
人
間
性
の
奥
深
く
に
あ
る
知
的
欲
求
と
関
連
し
て
い

る
）
12
（

」
こ
と
も
相
ま
っ
て
、科
学
技
術
が
我
々
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
に
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
、
今
道
友
信
が
言
う
「
環
境
と
し
て
の
科
学
技

術
連
関
」
の
解
釈
を
通
し
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

今
道
は
、
科
学
技
術
が
人
間
の
生
活
の
た
め
の
「
道
具
」
で
あ
っ
た
が
、
今

や
そ
の
性
質
を
維
持
し
な
が
ら
我
々
に
と
っ
て
新
た
な
環
境
と
な
っ
た
、
と
言

う
。
し
か
し
、か
か
る
「『
環
境
』
と
は
も
は
や
『
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
』

で
は
な
く
、『
わ
れ
わ
れ
の
科
学
技
術
的
な
活
動
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
で

き
る
空
間
』
な
の
で
あ
る

）
13
（

」。
こ
の
言
説
の
意
図
を
よ
り
正
確
に
表
現
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
「
科
学
技

術
」
を
道
具
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
を
取

り
巻
く
世
界
」
で
あ
り
、
我
々
は
そ
こ
に
一
定
の
限
界
を
持
っ
て
「
生
き
る
こ

と
が
で
き
る
」
が
、
科
学
技
術
連
関
に
よ
っ
て
そ
れ
を
超
え
る
空
間
が
出
現
し

た
。
今
道
は
、か
か
る
「
生
き
ら
れ
る
環
境
」
と
「
生
き
る
こ
と
の
な
い
環
境
」

の
関
連
と
そ
れ
ら
の
「
ズ
レ
」
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、

こ
の
こ
と
を
「
科
学
技
術
連
関
が
も
た
ら
す
抽
象
と
捨
象
」
か
ら
、
説
明
し
よ

う
と
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
。「
人
類
の
新
し
い
環
境
で
あ
る
技
術
連
関
は
、

新
し
い
種
類
の
抽
象
を
生
み
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
結
果
を
抽
象

し
、
過
程
と
し
て
の
経
過
を
捨
象
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
技
術
連
関
は
経
過
と

し
て
の
時
間
を
圧
縮
し
、
短
縮
し
、
そ
し
て
縮
約
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

換
言
す
れ
ば
、
時
間
を
限
り
な
く
無
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

経
過
と
し
て
の
時
間
は
、
精
神
的
な
個
体
に
と
っ
て
の
内
省
的
な
、
一
種
の
苦

行
の
よ
う
な
修
練
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
す
で
に
技
術
連
関
の
中
の
い
た
る

と
こ
ろ
で
無
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
重
大
な
問
題
で
あ
る

）
14
（

」。

「
抽
象
」
は
「
生
き
ら
れ
る
環
境
」
に
、「
捨
象
」
は
「
生
き
る
こ
と
の
な
い
環

境
」
に
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

今
道
が
「
こ
れ
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
点
は
、「
道
徳
の
無

意
識
的
放
棄
」
で
あ
る
。
彼
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
点
を
、
以
下
の
よ
う
に
敷
衍

し
て
い
る

）
15
（

。「
人
間
の
道
徳
性
の
内
的
な
力
は
、人
間
の
『
在
る
こ
と
』
と
『
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
』
と
の
意
識
的
な
対
立
の
経
過
の
中
で
強
化
さ
れ
る
」
の
に

対
し
て
、「
科
学
技
術
に
お
い
て
は
、『
在
る
こ
と
』
は
す
ぐ
さ
ま
『
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
』
を
意
味
す
る
」。
こ
こ
で
二
者
を
媒
介
し
て
い
る
の
は
、「『
自
然
』

と
は
本
質
的
に
敵
対
す
る
機
械
技
術
的
な
機
能
の
高
い
効
率
性
」
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
人
も
組
織
も
「
巨
大
な
科
学
技
術
的
社
会
の
現
れ
で
あ
る
機
械
の
応

用
規
則
に
従
っ
て
行
為
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
」
り
、「
そ
れ
は
と
も
す

る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
『
存
在
』
が
わ
れ
わ
れ
の
『
当
為
』
を
非
人
称
的
な
技
術

構
造
の
『
必
然
』
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
に
も
な
る
」。

　

こ
の
よ
う
な
「
科
学
技
術
の
必
然
性
」
の
説
明
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ

ガ
ー
（M

artin H
eidegger

）
が
「
技
術
へ
の
問
い
」
で
述
べ
た
「
技
術
の
本

質
」
と
し
て
の
「
ゲ
シ
ュ
テ
ル
（G

e-stell

）」
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
る

）
16
（

。
加
藤

尚
武
は
、
そ
れ
を
「
徴
発
」
と
訳
し
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
人

間
が
、
一
種
の
資
材
と
な
っ
て
徴
発
さ
れ
、
そ
の
人
間
が
自
然
を
徴
発
し
て
利

用
す
る
と
い
う
根
源
的
な
徴
発
性
の
支
配
の
全
体
的
な
体
制
が
、
技
術
な
の
で

あ
っ
て
、自
動
車
と
か
テ
レ
ビ
と
か
の
個
別
的
な
道
具
が
技
術
な
の
で
は
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
技
術
製
品
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
製
品
・
在
庫
品
た
ら
し
め

て
い
る
も
の
が
、
ゲ
シ
ュ
テ
ル
（
徴
発
性
）
で
あ
る

）
17
（

」。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
技
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術
は
開
蔵
の
ひ
と
つ
の
し
か
た
で
あ
る
」と
言
う

）
18
（

。「『
開
蔵
』（E

ntbergen

）は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
造
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
隠
れ
て
い
る
も
の
を
顕
わ
に
す
る

こ
と
、蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
を
開
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
開
示
』

と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、『
技
術
の
本
質
』
と
し
て
の
『
ゲ
シ
ュ

テ
ル
』・『
徴
発
性
』
と
は
、
未
だ
現
前
し
て
い
な
い
何
ら
か
の
隠
さ
れ
た
も
の

を
開
示
す
る
よ
う
（
手
段
選
択
よ
り
も
目
的
選
択
を
）
我
々
に
迫
る
状
況
、
と

言
っ
て
よ
い

）
19
（

」。
こ
こ
で
、「
目
的
選
択
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
行
為
主
体
に

あ
っ
て
、「
ゲ
シ
ュ
テ
ル
」
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
る
先
の
こ
と
に
対
し
て

は
前
も
っ
て
目
的
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
」

そ
れ
自
体
あ
る
特
定
の
価
値
創
造
を
結
果
的
に
は
選
択
し
た
こ
と
と
な
る
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
論
点
は
、
目
的
選
択
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
自
覚
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
今
道
も

指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

）
20
（

。

3
．
事
業
経
営
へ
の
一
つ
の
ハ
ー
ド
ル
と
し
て
の
科
学
技
術

　

上
述
の
今
道
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
説
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
ス
テ
ィ
グ
レ
ー

ル
が
今
日
の
科
学
技
術
が
示
す
特
徴
を
「
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と

評
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
分
か
っ
て
く
る
。
彼
は
、「
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
」
を
次
の
二
点
か
ら
捉
え
て
い
る

）
21
（

。
ま
ず
そ
れ
は
、「
事
物
の
存
在
、

つ
ま
り
事
物
の
恒
常
性
、
本
質
、
安
定
性
を
言
い
表
す
こ
と
を
理
想
と
し
て
い

た
科
学
か
ら
、
事
物
の
生
成
変
化
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
科
学
へ
と
移
行

す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、「
キ
マ
イ
ラ
を
製
造
で
き

る
科
学
と
な
る
」。「
キ
マ
イ
ラ
」（C

him
ére

）
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
登

場
す
る
怪
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
創
る
と
言
う
こ
と
は
、「
諸
々
の
可
能
的
な
も

の
を
探
り
、
そ
れ
ら
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
で
、
ど
の
よ
う
な
人
工
物
も
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
で
実
現

）
22
（

」
し

て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
遺
伝

子
組
み
換
え
技
術
や
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
製
造
物
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
我
々
が
注
視
す
べ
き
は
、「
科
学
は
こ
う
し
て
サ
イ

エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
な
り
、
も
は
や
理
念
〔
イ
デ
ア
〕
に
よ
っ
て
は
導

か
れ

）
23
（

」
て
い
な
い
こ
と
へ
の
、
彼
の
洞
察
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
科
学
技
術
へ
の
洞
察
か
ら
事
業
経
営
へ
の
転
換
問
題
を
照
射

す
る
な
ら
ば
、
科
学
技
術
の
属
性
が
事
業
経
営
へ
の
転
換
を
阻
む
ハ
ー
ド
ル
と

し
て
、
見
え
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
影
響
と
し
て
、
第
一
に
指
摘
す
べ
き
は
、

「
社
会
的
有
用
性
」
と
「
社
会
的
損
失
の
回
避
」
に
関
す
る
科
学
技
術
の
関
与

が
前
者
に
限
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
、

後
者
が
応
答
す
べ
き
リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
残
余
リ
ス

ク
」
あ
る
い
は
「
必
要
悪
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

）
24
（

、「
社
会
的
有
用
性
」
の

優
位
は
変
わ
ら
な
い
。
第
二
の
点
は
、
ニ
ー
ズ
の
産
業
的
、
企
業
的
定
義
の
問

題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、「
企
業
経
営
か
ら
事
業
経
営
へ

の
転
換
」
の
契
機
と
し
て
「
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
、
重
層
化
」
を
位
置
づ
け
た
説

明
は
、
説
得
力
を
失
う
。
第
三
に
、
理
念
な
き
価
値
創
造
の
問
題
を
指
摘
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
相
互
強
化
の
関
係
に
あ
り
、
企
業
経
営
を
形
作

り
、
推
進
の
原
動
力
と
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
事
業
経
営
へ
の
転
換
は
、
可
能
か
。
そ
れ
に
は
、
か
な
り
の
困
難
を

伴
う
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
生
活
の
向
上
、
お
よ
び
そ
の
た
め
の
事



事業経営の本質と科学技術連関

149

業
活
動
に
は
、
科
学
技
術
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
と
距
離
を
置
く
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
上
述
の
三
つ
の
点
を
「
事

業
経
営
へ
の
課
題
」
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
克
服
に
向
け
て
、
科
学
技
術
と

の
折
り
合
い
を
付
け
て
い
く
他
は
な
い
。
そ
の
際
、
今
道
が
巧
み
に
表
現
し
た

「
科
学
技
術
に
お
け
る
新
た
な
抽
象
と
捨
象
」
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
必
要
が
あ

る
。
上
述
の
ハ
ー
ド
ル
を
も
た
ら
し
た
そ
も
そ
も
の
原
因
は
、
そ
こ
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
科
学
技
術
と
企
業
経
営
は
、
こ
の
点
で
見
事
に
シ
ン

ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
て
い
る
。「
科
学
技
術
と
の
折
り
合
い
を
付
け
て
い
く
」
方
向

性
は
、「
捨
象
」
し
た
も
の
を
取
り
戻
し
、
か
つ
置
き
直
し
、「
具
体
性
を
置
き

違
え
る
誤
謬
」
を
正
す
道
筋
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、

人
間
生
活
と
事
業
活
動
と
科
学
技
術
と
の
新
し
い
補
完
関
係
の
構
築
、
な
い
し

補
完
関
係
の
再
構
築
が
図
ら
れ
る
な
ら
ば
、
事
業
経
営
へ
の
「
扉
」
を
押
し
開

く
可
能
性
が
高
ま
ろ
う
。

Ⅳ
．
事
業
経
営
と
し
て
の
C 

S 

R
と
科
学
技
術
連
関

1
．「
理
念
な
き
価
値
創
造
」
へ
の
C 

S 

R
の
挑
戦

　

し
か
し
、
ま
た
し
て
も
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
と
問
わ
ざ
る
を
得

な
い
。「
環
境
と
し
て
の
科
学
技
術
連
関
」
に
は
社
会
的
な
、
強
力
な
暗
黙
の

圧
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
個
々
人
や
、
個
々
の
企
業
が
改

革
の
自
覚
を
持
ち
、
か
か
る
関
係
の
再
構
築
を
図
ろ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
の
み
で
は
効
果
を
持
ち
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、「
具
体
性

を
置
き
違
え
る
誤
謬
」
を
正
す
道
筋
を
作
る
こ
と
は
、
結
果
を
プ
ロ
セ
ス
に

連
結
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
多
元
性
、
多
様
性
が
キ
ー
・
ワ
ー
ド
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
科
学
技
術
に
関
わ

る
専
門
家
も
巻
き
込
ん
だ
幅
広
い
、
社
会
的
な
連
携
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
、「
環
境
と
し
て
の
科
学
技
術
連
関
」
に
は
境
界
が
な
い
が
故
に
、
そ
の

連
携
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
広
が
り
が
望
ま
し
い
。
か
か
る
連
携
に
は
、
先
ほ
ど
の

事
業
経
営
へ
の
ハ
ー
ド
ル
で
あ
り
、
課
題
で
あ
る
三
点
に
対
応
し
た
、
二
種
類

の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
と
第
二
の
点
に
対
応
し
て
、
必
要

と
な
る
連
携
パ
タ
ー
ン
は
、
科
学
技
術
の
解
釈
と
開
発
の
方
向
性
を
巡
る
「
専

門
家
と
非
専
門
家
と
の
連
携
」、
ま
た
広
義
で
は
そ
こ
に
含
ま
れ
る
が
「
企
業

と
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
連
携
」
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
対

応
す
る
も
の
は
、
新
し
い
社
会
の
創
造
に
向
け
て
の
、
ま
た
差
異
の
相
互
承
認

の
下
で
の
共
有
理
念
の
探
究
の
た
め
の
「
社
会
を
構
成
す
る
人
々
や
各
セ
ク

タ
ー
間
の
連
携
」
で
あ
る
。

　

顧
み
る
と
、
後
者
の
連
携
を
ベ
ー
ス
に
前
者
の
二
つ
の
連
携
を
組
み
込
み
、

新
た
な
経
営
の
在
り
方
を
探
究
し
て
き
た
の
は
、
特
に
E 

U
発
信
の
C 

S 

R

（C
orporate Social R

esponsibility;

企
業
の
社
会
的
責
任
）
で
は
な
か
っ
た

の
か
、
と
の
想
い
に
た
ど
り
着
く
。

　

E 

U
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
C 

S 

R
が
、
し
か
も
略
語
で
も
っ

て
、
そ
こ
に
単
な
る
「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
を
超
え
る
意
味
が
付
加
さ
れ
、

議
論
さ
れ
て
き
た
が
、そ
れ
が
本
格
的
に
定
着
し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
の
は
、

二
〇
〇
一
年
の
E 

U
委
員
会
の
グ
リ
ー
ン
・
ペ
ー
パ
ー
の
発
表
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
謳
わ
れ
た
定
義
が
「
C 

S 

R
の
本
流
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
主
要
な
内
容

は
、以
下
の
二
点
で
あ
る

）
25
（

。
第
一
点
は
、「
企
業
が
、自
主
的
な
原
則
（voluntary 
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basis

）
に
基
づ
き
、
社
会
的
、
環
境
的
懸
案
事
項
を
自
己
の
事
業
活
動
に
、

ま
た
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
交
互
関
係
の
中
に
織
り
込
ん
で
い
く
こ
と
」
で

あ
る
。
そ
し
て
、「
企
業
が
社
会
的
に
責
任
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
的

に
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
現
す
る
こ
と
の
み
で
な
く
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
を
超
え
て
い
く
こ
と
を
も
意
味
す
る
」、
と
い
う
セ
ン
テ
ン
ス
が
第
二
の
点

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
コ
ア
と
な
る
様
相
で
あ
る
が
、
E 

U
の
C 

S 

R

は
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
E 

U
の
社
会
政
策
目
標
の
実
現
に
向
け

て
、
企
業
や
産
業
界
を
社
会
の
他
の
セ
ク
タ
ー
、
つ
ま
り
政
治
・
行
政
、
労
働

界
、
種
々
の
市
民
的
社
会
組
織
（C

ivil Society O
rganizations

）
な
ど
と
共

に
巻
き
込
ん
で
い
く
と
い
う
よ
り
広
い
様
相
（dim

ension

）
の
下
に
、
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
筆
者
自
身
二
〇
〇
三
年
の
英
国
滞
在
中
に
知

り
、
大
変
驚
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
英
国
がT

he D
epartm

ent of Trade and 

Industry

（
貿
易
産
業
省
）
に
C 

S 

R
の
専
門
部
署
を
設
置
し
、
二
〇
〇
二
年

五
月
にM

inister for C
SR

（Stephen T
im

m
s

）
を
置
い
た
こ
と

）
26
（

、
ま
た
同

年
十
月
にT

he E
uropean M

ulti-Stakeholder Forum
 on C

）
27
（

SR
（
企
業
、
労

働
組
合
、
N 

G 

O
・
N 

P 

O
な
ど
の
市
民
的
社
会
組
織
な
ど
の
代
表
を
中
心
に
、

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
E 

U
委
員
会
の
雇
用
、
社
会
、
企
業
、
通
商
、
環
境
、

開
発
な
ど
の
各
総
局
と
I 

L 

O
な
ど
の
国
際
機
関
も
関
わ
っ
て
い
る
）
が
発

足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
確
認
で
き
よ
う
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
六
年
、
E 

U

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
発
展
的
な
C 

S 

R
に
関
す
る
発
表
を
行
い
、
こ
の

方
向
性
は
決
定
づ
け
ら
れ
た

）
28
（

。
そ
れ
は
、C 

S 

R
を
単
な
る
企
業
の
新
し
い「
経

営
の
在
り
方
」
を
超
え
、
社
会
や
環
境
の
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
モ
デ
ル
と
し
て
（as a m

odel of sustainability governance

）」、
ま

た
「
舵
取
り
装
置
と
し
て
（as a steering m

echanism

）」
捉
え
る
方
向
で
あ

る
）
29
（

。

　

E 

U
の
か
よ
う
な
動
向
は
、
世
界
に
伝
播
し
た
。
二
〇
一
〇
年
一
一
月
、

C 

S 

R
は
、
国
際
規
格
化
さ
れ
、ISO

26000

が
誕
生
し
た

）
30
（

。
も
と
も
と
、

E 

U
の
C 

S 

R
へ
の
取
り
組
み
は
、
一
九
九
二
年
の
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ

ロ
国
連
環
境
会
議
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
国
際
的
な
連
携
の
中
で
展
開
さ
れ

て
き
た
。
か
か
る
連
携
は
、
先
ほ
ど
確
認
し
た
事
業
経
営
へ
の
課
題
の
第
三

に
対
応
す
る
連
携
で
あ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
二
一
世
紀
に
共
有
す

べ
き
新
し
い
理
念
が
、
つ
ま
り
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」（
持
続
可
能
性

sustainability

）
が
探
究
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
念
の
共
有
の
広
が
り
と
深
ま

り
は
、
理
念
な
き
価
値
創
造
の
問
題
へ
の
有
力
な
応
答
、
と
期
待
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
か
か
る
概
念
解
釈
に
お
け
る
共
有
度
は
確
か
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
か
ど
う
か
、
俄
か
に
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
共
有
化
に
向
け
て
意
図

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
正
確
に
つ
か
む
た
め
に
は
、「
ト
リ
プ
ル
・
ボ
ト
ム
・
ラ

イ
ン
（
達
成
す
べ
き
三
重
の
価
値
）」（triple bottom

 line

）
と
の
関
連
で
理

解
す
る
と
よ
い

）
31
（

。
そ
れ
は
、「
経
済
的
価
値
」、「
環
境
的
価
値
」、「
社
会
的
価

値
」
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
達
成
す
る
こ
と
を
、意
味
し
て
い
る
。「『
持
続
可
能
性
』

と
『
ト
リ
プ
ル
・
ボ
ト
ム
・
ラ
イ
ン
』
の
関
係
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
筆
者
は
、そ
れ
を
『
持
続
可
能
性
へ
の
問
題
認
識
深
化
の
過
程
』

と
『
持
続
可
能
性
へ
の
課
題
遂
行
過
程
』
の
区
別
と
関
連
に
よ
っ
て
説
明
し
て

い
る
。『
経
済
』
→
『
環
境
』
→
『
社
会
』
は
前
者
の
過
程
で
あ
る
。『
経
済
』

の
持
続
可
能
性
は
、『
環
境
』
の
持
続
可
能
性
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
し
て
『
環

境
』
の
持
続
可
能
性
は
『
社
会
』
の
持
続
可
能
性
に
依
存
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
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『
持
続
可
能
性
』
に
関
す
る
認
識
を
深
め
る
過
程
で
あ
る
。
後
者
は
、
そ
の
認

識
の
深
み
を
受
け
て
、
人
々
の
よ
り
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
『
社
会

的
価
値
』
の
充
実
化
を
図
り
、
そ
れ
を
持
っ
て
『
環
境
』
の
持
続
可
能
性
を
拓

き
、
そ
の
上
に
『
経
済
的
価
値
』
の
創
造
を
、
あ
る
い
は
新
し
い
経
済
社
会
の

創
造
を
図
っ
て
い
く
過
程
で
」
あ
る

）
32
（

。「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
「
ト
リ

プ
ル
・
ボ
ト
ム
・
ラ
イ
ン
」
は
、
社
会
の
、
ま
た
企
業
の
理
念
的
価
値
で
あ
り
、

理
念
的
な
行
動
目
標
で
あ
る
。
企
業
は
、
そ
こ
へ
と
事
業
を
差
し
向
け
る
な
ら

ば
、
新
し
い
社
会
の
創
造
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

2
．
C 

S 

R
の
概
念
的
枠
組
み
と
事
業
経
営

　

今
日
、
以
上
の
よ
う
に
、
C 

S  

R
が
話
題
に
な
り
、
ま
た
世
界
的
な
動
き

と
な
り
、事
業
経
営
へ
の
「
扉
」
が
開
い
た
か
の
よ
う
な
情
勢
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
理
念
の
取
り
組
み
が
、
確
実
に
事
業
経
営
へ
の
課
題

の
第
一
と
第
二
の
課
題
に
結
び
つ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
、
現
実
的
な
効
果
は
望

む
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
C 

S  

R
の
解
釈
や
実
践
は
、
多

様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
事
業
経
営
へ
の
課
題
の
克
服
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
経
営
の
課
題
へ
と
結
び
つ

く
C 

S  

R
と
そ
れ
と
は
直
接
的
に
は
関
係
の
な
い
C 

S  

R
を
区
別
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

実
は
、「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
は
、
意
外
に
古
く
か
ら
語
ら
れ
て
い
る

が
、
世
界
的
な
話
題
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
初
期
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
主
と
し
て
公
害
を
契
機
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
期
は
今
日
の

C 

S  

R
に
関
す
る
研
究
と
実
践
へ
の
分
水
嶺
で
あ
っ
た
と
、
当
時
も
思
っ
た

が
、
現
在
も
幾
分
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
が
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
言
え
ば
、「
失
わ
れ
た
二
〇
な
い
し
三
〇
年
」
と
い

え
ば
過
言
で
は
あ
る
が
、
七
〇
年
代
の
「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
と
今
日
の

C 

S  

R
の
必
然
的
な
結
び
付
き
を
あ
ま
り
感
じ
な
い
。
七
〇
年
代
の
「
企
業

の
社
会
的
責
任
」
が
、
何
故
、
企
業
経
営
か
ら
事
業
経
営
へ
の
転
換
の
契
機
に

な
り
得
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
事
業
経
営
と
の
関
連
で
C 

S  

R
を

評
価
す
る
場
合
に
、
参
考
と
な
ろ
う
。

　

「『
企
業
の
社
会
的
責
任
』
が
、
何
故
、
企
業
経
営
か
ら
事
業
経
営
へ
の
転
換

の
契
機
に
な
り
得
な
か
っ
た
の
か
」
へ
の
回
答
は
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
二
つ

の
論
点
に
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
問
題
は
、
そ
れ
が
前
述
し
た
事

業
経
営
へ
の
ハ
ー
ド
ル
で
指
摘
し
た
第
一
の
問
題
の
文
脈
に
止
ま
っ
た
こ
と
に

あ
る
。
つ
ま
り
、「『
社
会
的
有
用
性
』
と
「
社
会
的
損
失
の
回
避
」
に
関
す
る

科
学
技
術
の
関
与
が
前
者
に
限
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
」
こ
と
、
お
よ
び

「
た
と
え
、
後
者
が
応
答
す
べ
き
リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

『
残
余
リ
ス
ク
』
あ
る
い
は
『
必
要
悪
』
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
」
る
、
と
い

う
問
題
状
況
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
、
指
摘
で
き
よ
う
。

具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
、
公
害
問
題
へ
の
応
答
と
し
て
「
エ
ン
ド―

オ
ブ―

パ

イ
プ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」（E

nd-of -pipe Technology

）
が
採
用
さ
れ
た
こ
と

に
、
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
生
産
過
程
の
最
後
の
段
階
に
汚
染
処
理
装
置
を

取
り
付
け
る
と
い
う
「
技
術
的
応
答
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
社
会
的
損
失
の

回
避
」
を
具
現
化
す
る
科
学
技
術
へ
の
柔
軟
的
で
、
批
判
的
省
察
は
問
題
に
な

ら
な
い

）
33
（

。
こ
の
よ
う
な
点
は
、
科
学
技
術
時
代
な
い
し
科
学
技
術
連
関
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
情
勢
と
な
っ
て
き
た
時
期
が
一
九
七
〇
年
前
後
で
あ
る
こ
と
を
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考
え
る
な
ら
ば
、当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
の
問
題
は
、

企
業
に
よ
る
「
社
会
的
責
任
」
か
ら
「
社
会
的
貢
献
」
へ
の
論
点
の
移
行
で
あ
る
。

「
社
会
的
貢
献
」
に
は
、（「
社
会
的
責
任
」
に
お
い
て
問
わ
れ
た
の
は
実
は
こ

れ
で
あ
る
が
）
そ
の
質
が
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
事
業
活
動
と
そ
の
結
果
で
あ

る
得
た
利
益
・
能
力
の
社
会
的
還
元
や
社
会
的
活
用
で
あ
る
「
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ

ピ
ー
」（philanthropy
）
と
呼
ば
れ
る
活
動
が
含
ま
れ
る
。
か
か
る
活
動
も
あ

る
意
味
で
は
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、「
社
会
的
責
任
」
に
代
わ
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
の
問
題
は
、「
理
念
な
き
価
値
創
造
」
と
「
社
会
的
損
失
の
回
避
」

お
よ
び
「
ニ
ー
ズ
」
へ
の
想
像
力
を
欠
く
こ
と
を
、
自
ら
暴
露
し
て
い
る
こ
と

を
、
意
味
す
る
。

　

以
上
の
問
題
へ
の
応
答
は
、い
ず
れ
も
、根
本
的
な
問
題
は
残
る
が
、短
期
的
、

表
面
的
に
は
一
応
の
効
果
を
見
た
。
し
か
し
、そ
の
こ
と
と
「
責
任
」
か
ら
「
貢

献
」
へ
の
論
理
の
す
り
替
え
は
、「
失
わ
れ
た
二
〇
な
い
し
三
〇
年
」
と
大
い

に
関
連
し
て
い
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
今
日
の
C 
S  
R
に
関
す
る
言

説
や
実
践
は
、
か
か
る
動
向
と
E 

U
の
そ
れ
が
混
在
し
、
あ
る
種
の
混
乱
が
存

在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
交
通
整
理
を
し
、「
事
業
経
営
へ

の
C 

S  

R
」
の
概
念
的
構
成
を
示
し
た
い
。

　

第
3
図
の
基
本
は
、
カ
レ
ブ
・
ウ
ォ
ー
ル
（C

aleb W
all

）
が
図
示
し
た
「
企

業
の
社
会
的
責
任
の
連
続
体
」
を
、
起
点
で
あ
る
「
社
会
や
人
間
の
ニ
ー
ズ
」

と
結
果
で
あ
る
「
成
果
」
間
の
事
業
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
み
、「
社
会

的
責
任
」
の
発
展
が
「
応
答
可
能
性
を
拓
く
こ
と
」
の
成
熟
化
、
つ
ま
り
「
無

責
任
な
企
業
」
か
ら
「
責
任
的
な
企
業
」
へ
の
成
熟
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ

と
を
示
し
た
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、「
社
会
的
責
任
」
と
「
社
会
的
貢
献
」

の
、
ま
た
「B

uilt-in

と
し
て
の
C 

S  

R
」
と
「B

olt-on

と
し
て
の
C 

S  

R
」

の
区
別
と
関
連
を
、
さ
ら
に
「
成
果
」
の
「
社
会
的
公
正
化
」
は
「
社
会
的
責
任
」

を
伴
っ
た
「
社
会
的
貢
献
」
の
み
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の

図
で
あ
る
。

　

「『
社
会
的
責
任
』
の
発
展
は
、『
応
答
可
能
性
を
拓
く
こ
と
』
の
成
熟
化
、

つ
ま
り
『
無
責
任
な
企
業
』
か
ら
『
責
任
的
な
企
業
』
へ
の
成
熟
化
の
プ
ロ
セ

ス
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
、
マ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ
ス
と
呼
ぼ
う
。
そ
れ
は
、

三
つ
の
ミ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ
ス
の
連
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、『
無

責
任
な
企
業
』
か
ら
『
順
応
型
企
業
』
へ
の
転
換
の
契
機
と
な
る
『
国
内
法
令

へ
の
応
答
可
能
性
』、『
順
応
型
企
業
』
か
ら
『
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
（
よ
り
積

極
的
な
）
企
業
』
へ
の
転
換
の
契
機
と
な
る
『
業
界
基
準
と
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク

テ
ィ
ス
へ
の
応
答
可
能
性
』、
さ
ら
に
『
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
（
よ
り
積
極
的

な
）
企
業
』
か
ら
『
責
任
的
な
企
業
』
へ
の
転
換
の
契
機
と
な
る
『
社
会
的
及

び
環
境
的
責
任
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
』
の
各
ミ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ

ス
で
あ
る
。『
企
業
の
社
会
的
責
任
』
は
、
か
か
る
三
つ
の
ミ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ

ス
を
契
機
に
、『
社
会
や
人
間
の
ニ
ー
ズ
』
へ
の
『
応
答
と
し
て
の
事
業
活
動
』

の
応
答
可
能
性
を
拓
き
、『
成
果
』
で
あ
る
『
利
益
』
や
『
能
力
』
を
実
現
す

る
こ
と
、
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
意
味
で
の
『
社
会
的
責

任
』
を
、B

arth

やW
olf

達
の
言
葉
を
使
用
し
、
そ
れ
ら
が
組
織
に
刷
り
込
ま

れ
て
い
く
、
あ
る
い
は
創
り
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
『B

uilt-in

と
し

て
の
C 
S  
R
』
と
呼
ぼ
う

）
34
（

」。

　

「
社
会
的
貢
献
」
に
は
、
性
格
が
異
な
る
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
ひ
と
つ

は
、
上
記
の
「
社
会
的
責
任
」
を
伴
っ
た
事
業
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
い
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A B C D

Bolt-on CSRBuild-in CSR

A: B: C: D:

  
  

  
  

  
  

  
  

図 3　Build-in としての CSR と Bolt-on としての CSR

出典 1： 谷口照三稿「第 9 章　企業倫理と CSR」、亀田速穂・高橋敏朗・下崎千

代子編著『環境変化と企業変革』（白桃書房，2009 年，175 頁）の図 9―

3 に出典 2 の図表を合成した図を新たに作成。

出典 2： Wall, Caleb, Buried Treasure: Discovering and Implementing the Values of 
Corporate Social Responsibility, Greenleaf Publishing Ltd, 2008. P. 17. Figure 

3 Continuum of corporate social responsibility. 一部加筆使用。谷口照三稿

「第 9 章　企業倫理と CSR」，亀田速穂・高橋敏朗・下崎千代子編著『環

境変化と企業変革』白桃書房，2009 年，174 頁，図 9―2。
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ま
一
つ
は
、「
成
果
」（「
利
益
」
と
「
能
力
」）
の
社
会
的
還
元
や
社
会
的
活
用

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
」
と
表
さ
れ
る
「
社
会

的
貢
献
」
で
あ
る
。「
成
果
」
で
あ
る
「
利
益
」
や
「
能
力
」
を
活
用
し
た
「
新

た
な
事
業
創
造
」
と
の
実
践
に
よ
る
社
会
へ
の
貢
献
は
、「B

uilt-in

と
し
て
の

C 

S  

R
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
と
は
区
別
さ
れ
る
。

　

「
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
」
に
よ
る
「
社
会
的
貢
献
」
は
、「B

olt-on

と
し
て

の
C 

S  

R
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
取
り
外
し
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
お
り
、
社
会
状
況
、
な
ら
び
に
企
業
や
組
織
の
状
況
に
よ
っ
て
実
践
す
る
性

質
の
も
の
で
あ
る
。

　

「B
uilt-in

と
し
て
の
C 

S  

R
」
よ
る
「
社
会
的
貢
献
」
は
、「
成
果
」
を
「
社

会
的
公
正
化
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「B

olt-on

と
し
て
の

C 

S  

R
」
で
あ
る
「
社
会
的
貢
献
」
は
、
そ
れ
自
体
で
「
成
果
」
を
社
会
的

に
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
り
不
健
全
で
あ
る
。「B

uilt-

in

と
し
て
の
C 

S  

R
」
に
よ
っ
て
社
会
的
責
任
を
帯
び
た
「
成
果
」
に
よ
る

「
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
」
は
、社
会
的
意
義
を
持
つ
。
し
か
し
、「
成
果
」
の
「
社

会
的
公
正
化
」
は
、「
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
」
で
は
な
く
「B

uilt-in
と
し
て
の

C 

S  

R
」
の
実
践
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
事
業
経

営
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

3
．
事
業
経
営
の
実
践
と
新
た
な
科
学
技
術
連
関

　

も
ち
ろ
ん
「
国
内
法
令
へ
の
応
答
可
能
性
」、「
業
界
基
準
と
ベ
ス
ト
・
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
へ
の
応
答
可
能
性
」が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
が
、

「
社
会
的
及
び
環
境
的
責
任
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
」
を
伴
っ
た

「
ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
と
し
て
の
事
業
活
動
」
は
、
事
業
経
営
の
実
践
プ
ロ
セ
ス

に
在
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
「
ト
リ

プ
ル
・
ボ
ト
ム
・
ラ
イ
ン
」
の
下
に
当
該
の
事
業
活
動
の
意
義
づ
け
を
行
い
、

か
つ
そ
れ
を
文
脈
と
し
「
社
会
的
有
用
性
と
社
会
的
損
失
の
回
避
を
巡
る
問

題
」、
お
よ
び
「
ニ
ー
ズ
の
産
業
的
、
企
業
的
定
義
の
問
題
」
へ
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
理
念
な
き
価
値
創
造
」
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
し
て
の
社
会
的
、
グ
ロ
ー
バ

ル
的
な
広
が
り
と
深
み
を
持
っ
た
連
携
の
成
熟
化
は
、
人
々
の
「
ニ
ー
ズ
の
多

様
化
」
と
共
に
、「
ニ
ー
ズ
の
多
元
化
・
重
層
化
」
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は

新
た
な
「
ニ
ー
ズ
の
共
有
化
」
の
契
機
さ
え
な
ろ
う
。「
ニ
ー
ズ
の
多
元
化
・

重
層
化
」
と
「
ニ
ー
ズ
の
共
有
化
」
は
、内
核
で
あ
る
「
社
会
的
有
用
性
」
を
「
社

会
的
損
失
の
回
避
」
が
外
核
と
し
て
包
み
込
み
、
単
な
る
常
識
を
超
え
た
真
な

る
「
社
会
的
」
有
用
性
へ
の
覚
醒
と
い
う
こ
と
を
巡
っ
て
、現
に
起
き
て
い
る
。

そ
れ
は
、
事
業
経
営
へ
の
第
二
の
ハ
ー
ド
ル
で
あ
る
「
ニ
ー
ズ
の
産
業
的
、
企

業
的
定
義
」
へ
の
牽
制
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
防
波
堤
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
マ
ク
ロ
的
に
は
新
し
い
産
業
の
創

出
、
あ
る
い
は
産
業
構
造
の
再
編
成
へ
の
、
ミ
ク
ロ
的
に
は
事
業
プ
ロ
セ
ス
の

改
革
や
新
事
業
の
立
ち
上
げ
、
さ
ら
に
は
事
業
の
再
編
成
へ
の
文
脈
と
な
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、「
社
会
的
及
び
環
境
的
責
任
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
の
発
揮
」
を
伴
っ
た
「
ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
と
し
て
の
事
業
活
動
」
と
い
う
事

業
経
営
の
実
践
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
で
、
特
に
事
業
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
に

つ
い
て
の
一
般
的
な
動
向
を
以
下
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

事
業
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
に
つ
い
て
の
、
今
日
の
焦
点
は
、「
ク
リ
ー
ナ
ー
・
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プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」（C

leaner P
roduction; C

P

）
に
あ
る

）
35
（

。
そ
れ
は
、

U
N

E
P

（the U
nited N

ations E
nvironm

ent P
rogram

m
e;

国

連

環

境

計

画
）
が
一
九
九
〇
年
代
に
推
進
し
た
こ
と
か
ら
、
始
ま
っ
て
い
る
「
害
を
出
さ

な
い
生
産
」
で
あ
る
が
、
今
や
、
上
述
の
文
脈
の
中
に
融
合
し
て
い
る
、
と

考
え
ら
れ
る
。
C 
P
は
、
二
〇
〇
二
年
以
降
、「
持
続
可
能
な
消
費
と
生
産
」

（sustainable consum
ption and production

）
概
念
に
組
み
込
ま
れ

）
36
（

、
今
は

あ
ま
り
見
る
こ
と
が
な
い
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
新
し
い
概
念
は
、
理
念
的
な

意
味
を
強
調
し
、
ま
た
C 

P
の
広
が
り
の
必
要
性
を
訴
え
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
故
に
か
え
っ
て
当
初
の
意
図
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も

感
じ
ら
れ
る
。
C 

P
の
具
現
化
が「
持
続
可
能
な
生
産
」と「
持
続
可
能
な
消
費
」

を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
、
も
っ
と
強
調
さ
れ
て
よ
い
。

　

C 

P
は
、
リ
フ
ュ
ー
ズ
（
害
の
あ
る
も
の
の
拒
否；

R
efuse

）、
リ
デ
ュ
ー

ス
（
省
資
源；

R
educe

）、
リ
ユ
ー
ス
（
再
使
用；

R
euse

）、
リ
サ
イ
ク
ル
（
再

資
源
化；

R
ecycle

）
と
い
う
4 

R
を
事
業
プ
ロ
セ
ス
に
埋
め
込
ん
で
い
く
こ

と
で
あ
る
。
通
常
、
3 

R
と
表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、
筆
者
は
、
4 

R

と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。
何
故
か
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
ま
ず

リ
フ
ュ
ー
ズ
を
徹
底
し
な
け
れ
ば
、
真
の
意
味
で
の
省
資
源
化
は
現
実
的
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
と
し
て
、
リ
フ
ュ
ー
ズ
は
、
リ
ユ
ー
ス
の
時

間
を
延
ば
し
、
か
つ
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
リ
サ
イ

ク
ル
に
回
る
ま
で
の
時
間
を
稼
ぎ
、
さ
ら
に
対
象
物
の
量
を
減
少
さ
せ
る
効
果

も
あ
る
、
と
い
う
点
を
指
摘
で
き
る
。
よ
り
強
調
す
べ
き
は
、
害
の
あ
る
も
の

の
排
除
よ
る
生
産
物
の
無
害
性
の
実
現
化
を
最
優
先
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働

者
・
顧
客
・
地
域
社
会
、
地
球
環
境
、
並
び
に
将
来
へ
の
よ
り
積
極
的
な
応
答

可
能
性
を
拓
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
C 

P
は
、
一
企
業
の
み
で
は
持
続
的
に
具
現
化
し
得
な
い
。

持
続
可
能
な
C 

P
は
、「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
「
ト
リ
プ
ル
・
ボ
ト
ム
・

ラ
イ
ン
」
な
ど
の
共
通
の
価
値
観
の
共
有
化
の
下
で
の
サ
プ
ラ
イ
・
チ
ェ
ー
ン

な
ど
取
引
関
係
者
、
さ
ら
に
は
種
々
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
連
携
が
不
可

欠
で
あ
る
。
持
続
可
能
な
C 

P
は
、
他
の
生
産
者
の
C 

P
を
前
提
に
、
さ
ら

に
他
の
生
産
者
の
C 

P
お
よ
び
生
活
者
の
「
持
続
的
な
消
費
」
を
予
想
で
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
か
か
る
連
携
を
可
能
と
す
る
仕
組
み
や
、
か
つ
そ
の
機
能
化
の
た

め
の
新
た
な
連
携
が
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
、
上
述
の
持
続
的
連
携
は
夢
と
消
え

よ
う
。
ま
さ
に
、「
マ
ル
チ
・
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
連
携
、
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
」
が
必
要
と
な
る
。
C 

P
や
「
持
続
可
能
な
消
費
と
生
産
」
の
た
め
の

連
携
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
画
期
的
で
、
注
目
度
の
高
い
仕
組
み
と
し
て
は
、L

C
A

（L
ife C

ycle A
ssessm

ent

）

と

R
E

A
C

H

（the R
egistration, E

valuation 

and A
uthorization of C

hem
icals；

E 

U
の
新
し
い
化
学
物
質
規
制
）
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
機
能
化
す
る
た
め
の
科
学
技
術
と
の
連
携
に
も

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

L 

C 

A
は
、
C 

P
の
、
ま
た
「
持
続
可
能
な
消
費
と
生
産
」
の
基
盤
的
な

仕
組
み
で
あ
り
、
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
、
つ
ま
り
『
ゆ
り
籠
か
ら
墓
場
ま
で
』
と
言
わ
れ
る
全
過
程
（
資
源

の
採
掘
か
ら
廃
棄
ま
で
）
を
対
象
に
、
そ
の
各
段
階
に
お
け
る
資
源
消
費
量

と
環
境
負
荷
を
分
析
・
評
価
し
、
原
材
料
の
選
択
、
製
品
設
計
お
よ
び
製
造

方
法
な
ど
の
改
善
行
動
に
結
び
つ
け
る
活
動
で
あ
る
。
L 

C 

A
の
サ
イ
ク
ル
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は
、『
構
想
と
目
標
』、『
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
分
析
』（
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
）、

『
影
響
度
分
析
』、『
影
響
度
評
価
』、『
改
善
分
析
』
か
ら
な
る
。
こ
の
始
ま
り

は
、
一
九
六
九
年
に
コ
カ
・
コ
ー
ラ
社
が
行
っ
た
容
器
選
択
の
た
め
の
リ
サ
イ

ク
ル
容
易
性
の
定
量
化
の
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
欧
米
を
中
心
と
す
る
資

源
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
分
析
や
エ
コ
バ
ラ
ン
ス
の
研
究
・
実
践
を
経
て
、
L 

C 

A

はISO
14040

（
一
九
九
七
）、ISO

14044

（
二
〇
〇
六
）
と
し
て
規
定
化
さ
れ

た
）
37
（

」。
L 

C 

A
自
体
、連
携
が
な
け
れ
ば
、構
築
と
そ
の
機
能
化
は
あ
り
得
な
い
。

事
業
経
営
の
実
践
の
た
め
に
は
、
か
か
る
構
築
と
機
能
化
に
向
け
て
、
如
何
に

ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
巻
き
込
む
か
、
が
問
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
L 

C 

A

の
共
同
開
発
や
共
有
化
の
工
夫
も
含
ま
れ
よ
う
。

　

R 

E 

C 

H
は
、
E 

U
委
員
会
に
よ
っ
て
二
〇
〇
三
年
五
月
に
提
案
さ
れ
、

二
〇
〇
七
年
六
月
よ
り
施
行
さ
れ
た
E 

U
の
新
し
い
化
学
物
質
規
制
で
あ

る
）
38
（

。
そ
れ
は
、
特
に
4 

R
の
「
リ
フ
ュ
ー
ズ
」
の
視
座
か
ら
C 

P
の
漸
進
的

現
実
化
に
向
け
て
の
環
境
整
備
の
一
環
と
し
て
、
設
け
ら
れ
た
と
理
解
し
得

る
。
R 

E 

A 

C 

H
条
例
（（E

C

）N
o 1907/2006

）
の
前
文
（
一
六
）
に
お
け

る
「
配
慮
の
原
則
」（P

rinciple of C
are

）
は
、
R 

E 

A 

C 

H
の
根
底
に
据
え

ら
れ
て
い
る
根
本
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
に
謳
わ
れ
て
い
る
。

「
本
条
令
は
、
当
然
予
見
し
う
る
条
件
下
で
、
人
の
健
康
お
よ
び
環
境
が
悪
影

響
を
及
ぼ
さ
れ
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
責

任
と
配
慮
を
も
っ
て
、
企
業
は
、
物
質
を
製
造
、
輸
入
ま
た
は
使
用
し
あ
る
い

は
そ
れ
ら
を
上
市
［
商
品
を
市
場
に
出
す
こ
と
］
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原

則
に
基
づ
い
て
い
る

）
39
（

」。
こ
れ
ま
で
の
化
学
物
質
規
制
に
は
な
い
R 

E 

A 

C 

H

の
新
し
い
特
徴
は
、
二
点
に
絞
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
点
目
は
、
い
か
な
る

化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
効
果
と
影
響
を
及
ぼ

す
か
に
関
し
て
自
ら
評
価
し
、
登
録
し
、
さ
ら
に
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
情
報

開
示
す
る
と
い
う
、
責
任
を
公
的
な
機
関
か
ら
企
業
や
産
業
界
に
移
し
た
こ
と

で
あ
る
。
二
点
目
は
、
そ
の
責
任
の
範
囲
が
新
規
の
み
で
な
く
、
既
存
化
学
物

質
を
も
、
ま
た
化
学
品
製
造
企
業
の
み
な
ら
ず
各
企
業
が
製
造
す
る
も
の
、
ま

た
販
売
す
る
も
の
に
含
ま
れ
る
化
学
品
（
年
間
一
ト
ン
以
上
、
十
ト
ン
以
上

の
場
合
は
追
加
的
に
「
化
学
物
質
安
全
性
報
告
書
」（C

SR
: C

hem
ical Safety 

R
eport

）
が
要
求
さ
れ
る
）
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
情
報
開
示
の
件
に
関
し
て
、
C 

P
や
「
持
続
可
能
な
生
産
と
消

費
」
に
関
す
る
連
携
の
可
能
性
の
視
点
か
ら
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
お

き
た
い
。「
情
報
開
示
は
、
情
報
伝
達
・
開
示
者
に
と
っ
て
説
明
・
報
告
責
任

（accountability

）
の
行
使
で
あ
る
が
、
受
け
手
に
と
っ
て
は
自
己
の
化
学
物

質
や
そ
れ
を
含
む
商
品
や
品
物
の
扱
い
や
使
用
、
お
よ
び
廃
棄
に
関
わ
る
態
度

や
あ
り
方
を
方
向
づ
け
る
、
つ
ま
り
応
答
可
能
性
（responsibility

）
を
拓
く

た
め
の
意
思
決
定
基
盤
を
用
意
す
る
も
の
と
な
る

）
40
（

」。
こ
こ
で
、
説
明
・
報
告

責
任
は
、
単
な
る
事
後
的
な
弁
明
で
は
な
く
、
よ
り
良
い
、
効
果
的
な
連
携
や

貢
献
を
引
き
出
す
た
め
の
、
よ
り
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
、

と
い
う
点
に
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
。

　

R 

E 

A 

C 

H
に
つ
い
て
は
、
E 

U
以
外
で
は
「
暴
走
的
で
、
E 

U
産
業
の

保
護
」
を
狙
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
懐
疑
的
な
反
応
も
み
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、「
E 

U
域
外
事
業
者
の
苦
痛
の
連
鎖
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
推
察
さ

れ
る
登
録
に
お
け
る
混
乱
や
情
報
の
双
方
流
通
の
不
完
全
さ
、
さ
ら
に
は
そ

の
結
果
発
生
し
て
い
る
取
引
先
の
E 

U
域
外
か
ら
E 

U
域
内
へ
の
変
更
が
起
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き
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
、
と
も
思
え
る

）
41
（

。
し
か
し
、

R 
E 
A 

C 

H
は
、R 

E 

A 

C 

H
条
令
（（E

C

）N
o 1907/2006

）
の
前
文
（
四
）

に
お
い
て
、「
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
世
界
サ
ミ
ッ
ト
で
二
〇
〇
二
年
九
月
四
日
に

採
択
さ
れ
た
実
施
計
画
に
従
っ
て
欧
州
連
合
は
、
人
の
健
康
お
よ
び
環
境
に
対

す
る
著
し
い
悪
影
響
の
最
小
化
を
も
た
ら
す
や
り
方
で
化
学
品
が
生
産
お
よ
び

使
用
さ
れ
る
こ
と
を
、二
〇
二
〇
年
ま
で
に
達
成
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
」

と
宣
言
し
、「
持
続
可
能
な
発
展
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議
」
な
ど
の
国
際
的

機
関
の
活
動
と
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る

）
42
（

。
む
し
ろ
、
E 

U
以
外
の
国
、
地
域

の
応
答
可
能
性
が
拓
か
れ
て
い
な
い
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

L 

S 

A
の
積
極
的
な
導
入
や
R 

E 
A 
C 
H
へ
の
積
極
的
な
応
答
は
、
事
業

経
営
へ
と
大
き
く
踏
み
出
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
L 

S 

A
や
R 

E 

A 

C 

H
の
持

つ
共
通
の
可
能
性
は
、
以
下
の
三
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
害

の
抑
制
効
果
を
持
つ
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
科
学
技
術
に
も
存
在
す
る

が
、
異
な
る
の
は
漸
進
的
で
、
か
つ
持
続
的
な
性
質
で
あ
る
。
第
二
の
点
は
、

C 

P
や
「
持
続
可
能
な
生
産
と
消
費
」
に
親
和
的
な
科
学
技
術
開
発
の
プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
点
は
、
市
場
の
改
革
を
、
新
し
い
市

場
経
済
へ
と
誘
導
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
R 

E 

A 

C 

H
の
条
項
の

一
つ
で
あ
る
「
デ
ー
タ
な
く
し
て
市
場
な
し
」（N

o data

＝N
o m

arket

）
は
、

従
来
の
市
場
観
を
一
変
す
る
効
果
を
持
つ

）
43
（

。
L 

S 

A
の
浸
透
に
よ
り
、
漸
進

的
に
同
様
の
効
果
を
持
つ
と
期
待
さ
れ
る
。
R 

E 

A 

C 

H
や
L 

S 

A
は
、
企

業
側
に
と
っ
て
も
有
効
な
貢
献
や
連
携
を
引
き
込
む
た
め
の
ア
カ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ
を
支
え
る
仕
組
み
で
あ
る
。
か
か
る
点
へ
の
認
識
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、

そ
れ
は
現
実
的
に
な
ろ
う
。

　

事
業
経
営
の
実
践
、
あ
る
い
は
「B

uilt-in

と
し
て
の
C 

S 

R
」
に
は
、「
持

続
可
能
な
消
費
と
生
産
」
の
必
要
性
、
し
た
が
っ
て
C 

P
の
現
実
化
へ
の
共

感
が
人
々
の
、
ま
た
種
々
の
組
織
の
中
に
広
が
っ
て
い
く
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
」
と
「
ト
リ
プ
ル
・
ボ
ト
ム
・
ラ
イ
ン
」
を
ベ
ー
ス
と
す
る
「
価
値

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
、
L 

S 

A
や

R 

E 

A 

C 

H
な
ど
の
「
仕
組
み
や
制
度
の
、
さ
ら
に
は
科
学
技
術
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
交
差
す
る
場
に
お
い
て
C 

P
、
つ

ま
り
「
ク
リ
ー
ナ
ー
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
が
現
実
化
す
る
。
二
一
世
紀
は
、

そ
れ
ら
が
交
差
す
る
場
と
し
て
、
企
業
を
再
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
営

者
の
役
割
の
社
会
的
正
当
性
は
、
そ
こ
に
し
か
な
い
。
か
か
る
交
差
の
場
は
、

バ
ー
ナ
ー
ド
が
定
義
し
た
電
磁
場
と
し
て
の
組
織
で
あ
り
、
有
効
的
な
協
働

（cooperation

）（
本
稿
で
の
文
脈
で
は
連
携
）
を
引
き
込
む
場
で
あ
る

）
44
（

。
彼
は
、

経
営
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
か
か
る
場
の
生
成
と
そ
の
活
性
化
に
関
わ
ら
せ

重
視
す
る
が
、
そ
の
役
割
の
性
質
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
は
な
く
て
協
働
こ
そ
が
創
造
的
過
程
で
あ
る
。リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
は
協
働
諸
力
に
不
可
欠
な
起
爆
剤
で
あ
る

）
45
（

」。

Ⅴ
． 

結
言―

事
業
経
営
の
現
実
と
理
想
、
そ
し
て
い
く
つ
か

の
課
題―

　

今
日
、「
企
業
が
事
業
を
経
営
す
る
出
来
事
」
を
方
向
づ
け
る
働
き
は
ど
こ

か
ら
き
て
い
る
か
。
か
か
る
問
い
は
、
二
〇
年
前
ご
ろ
か
ら
経
営
学
の
領
域
で

は
「
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」（C

orporate G
overnance

）
の
問
題
と
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し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
論
点
は
多
く
の
場
合
、
そ
の
主
体
に
向
け
ら

れ
た
。
つ
ま
り
、
株
主
か
、
あ
る
い
は
経
営
者
か
、
い
や
会
社
自
体
か
、
と
い

う
具
合
に
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
り
、
科
学
技
術
な
い
し
科
学

技
術
連
関
の
「
企
業
が
事
業
を
経
営
す
る
出
来
事
」
へ
の
影
響
に
焦
点
を
当
て

る
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
。
そ
こ
か
ら
か
か
る
出
来
事
を
取
り
巻
く
人
間
生
活

を
補
完
す
る
工
業
化
、
企
業
経
営
、
そ
し
て
科
学
技
術
な
い
し
科
学
技
術
連
関

の
進
展
と
い
う
構
図
と
、
そ
れ
ら
の
進
展
と
そ
れ
ら
に
よ
る
人
間
生
活
の
方
向

づ
け
と
い
う
構
図
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
意
識
す
る
こ
と
を
、
本
稿
で
は
心
懸
け

て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
人
間
生
活
と
工
業
化
、
企
業
経

営
、
そ
し
て
科
学
技
術
な
い
し
科
学
技
術
連
関
と
の
補
完
関
係
の
再
構
築
が
今

日
に
お
け
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
か
る
課
題
へ
の
応
答
の

道
程
を
「
企
業
経
営
か
ら
事
業
経
営
へ
の
転
換
プ
ロ
セ
ス
」
と
捉
え
、
そ
こ
に

如
何
に
科
学
技
術
を
位
置
づ
け
て
い
く
か
を
、
本
稿
で
は
問
題
に
し
た
の
で
あ

る
。

　

事
業
経
営
に
は
、
現
時
点
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
、
あ
る
い
は
共
時
的
な
プ
ロ
セ

ス
で
は
、
現
実
的
と
い
う
よ
り
も
理
想
的
な
要
素
が
よ
り
多
く
含
ま
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
「
生
命
の
技
巧
」
と
い
う
「
生
き
る
こ
と
へ
の

三
重
の
衝
動
」
に
寄
り
添
う
な
ら
ば
、
マ
ク
ロ
の
、
あ
る
い
は
通
時
的
な
プ
ロ

セ
ス
に
お
い
て
は
、
事
業
経
営
は
現
実
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
我
々
は
、
未
来
へ
の
希
望
が
な
け
れ
ば
、
ま
た
理
想
が
欠
け
る
な
ら
ば
、

「
い
ま
・
こ
こ
」
を
意
味
あ
る
形
で
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
か
る
意
味

に
お
い
て
、
つ
ま
り
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
感
覚
や
行
動
を
引
き
出
す
起
爆
剤
と

し
て
、
希
望
や
理
想
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
な
る

希
望
や
理
想
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
と
な
る
こ
と
（
本
稿
に
お
い
て
は
事
業
経

営
で
あ
る
が
）
に
対
す
る
確
信
と
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
へ
の
忍
耐
強
い
探
究

心
を
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
こ
の
こ
と
を
以

下
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る

）
46
（

。「
人
間
の
魂
の
う
ち
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
理
想
は
、

人
間
の
行
為
の
性
格
の
な
か
に
侵
入
す
る
」。

　

現
実
に
事
業
経
営
を
制
約
し
て
い
る
三
つ
の
ハ
ー
ド
ル
を
受
け
止
め
、「
事

業
経
営
へ
の
確
信
と
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
へ
の
忍
耐
強
い
探
究
」
を
実
践
し

て
い
る
モ
デ
ル
と
し
て
、
C 

S 

R
の
動
向
と
そ
の
内
容
を
検
討
し
、
C 

S 

R

の
事
業
経
営
と
し
て
の
可
能
性
を
展
望
し
て
き
た
。
そ
の
可
能
性
に
現
実
性
を

付
与
し
て
い
る
の
は
、
違
い
の
相
互
承
認
の
下
の
、
広
が
り
と
深
み
を
併
せ
持

つ
新
た
な
連
携
で
あ
っ
た
。
か
か
る
連
携
の
信
用
性
は
、
そ
の
よ
う
な
連
携
の

結
び
目
と
な
る
よ
う
な
「
場
」
と
し
て
の
性
質
を
「
企
業
が
事
業
を
経
営
す
る

場
」に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、端
的
に
言
え
ば
そ
の
よ
う
な「
場
」

と
し
て
企
業
を
再
生
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
し
そ
れ
が
可
能

と
な
る
な
ら
ば
、
か
か
る
「
場
」
は
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
や
科
学
技
術
な

い
し
科
学
技
術
連
関
へ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
担
う
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な

い
。

　

上
述
の
「
場
」
の
形
成
に
お
い
て
焦
点
と
な
る
、
一
つ
の
問
題
が
ア
カ
ン
タ

ビ
ィ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
後
的
な
釈
明
と
し
て
の
性
質
の
も
の
で
は

な
く
、
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
、
有
効
的
な
連
携
が
、
ま
た
貢
献
が
生
成
す
る
契

機
と
し
て
の
ア
カ
ン
タ
ビ
ィ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
た
だ
し
、こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

本
稿
で
は
十
分
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
、
事
業
経
営
な
ら
び
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に
C 

S 

R
を
、
ま
た
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
社
会
を
語
る
場
合
、
重
要
な
論
点

に
な
ろ
う
。
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
誤
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
概
念
的
な

レ
ベ
ル
か
ら
の
再
考
が
必
要
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
本
稿
に
お
い
て
も
重
要
視
し
、
核
と
な
る
概
念
と
し
て
使
用
し
て

い
る
「
ニ
ー
ズ
」
に
つ
い
て
も
、
今
後
更
な
る
精
緻
な
議
論
を
必
要
と
す
る
。

今
回
吟
味
し
て
き
た
問
題
は
、
あ
ま
り
に
も
深
い
。
本
稿
に
お
い
て
も
言
い
尽

く
せ
な
い
部
分
が
多
々
あ
っ
た
。
特
に
、
今
後
、
一
人
一
人
の
生
活
者
や
各
種

組
織
に
お
い
て
も
、
高
度
に
発
展
し
た
科
学
技
術
の
時
代
に
あ
っ
て
、「
よ
り

良
く
、
ま
た
よ
り
満
足
を
高
め
な
が
ら
生
き
て
い
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」、

ま
た
「
存
在
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
」
に
関
す
る
省
察
を
必
要
と
し
て
い

る
。
新
し
い
哲
学
、
倫
理
学
が
い
か
な
る
分
野
に
お
い
て
も
、
ま
た
個
々
の
生

活
者
に
お
い
て
も
重
要
な
探
究
す
べ
き
テ
ー
マ
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
動
向

か
ら
も
、「
ニ
ー
ズ
」
に
関
す
る
透
徹
し
た
吟
味
が
求
め
ら
れ
る
。
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