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1
│	 「
人
と
自
然
の
あ
い
だ
」に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
方
法
論

　﹃
シ
リ
ー
ズ 

環
境
社
会
学
講
座
﹄の
第
４
巻
で
あ
る
本
書
の
テ
ー
マ
は
︑
人
間
と
自
然
の
関
係
の
あ
り
方
で
あ

る
︒

　
二
〇
二
〇
年
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
︑
気
候
危
機
や
生
物
多
様
性
の
減
少
と
い
っ
た
地
球
規
模
の
環
境
問
題
に

直
面
し
て
い
る
︒
こ
の
ま
ま
人
間
が
自
然
に
対
し
て
大
き
な
負
荷
を
与
え
続
け
て
い
く
と
︑
人
間
の
生
存
・
生
活

を
支
え
る
地
球
環
境
が
維
持
で
き
な
く
な
る
と
危
惧
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
た
め
︑
ど
う
す
れ
ば
人
間
と
自
然
の
関

係
を
持
続
可
能
な
か
た
ち
へ
と
変
革
で
き
る
の
か
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
︒
二
〇
三
〇
年
ま
で
に

生
物
多
様
性
の
損
失
を
止
め
︑
回
復
傾
向
へ
と
向
か
わ
せ
る﹁
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
﹂と
︑
二
〇
五
〇
年
ま
で

に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
実
質
的
に
ゼ
ロ
に
す
る﹁
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
﹂を
実
現
す
る
こ
と
は
︑
国
際

的
な
目
標
と
な
っ
て
い
る
︒

　
か
た
や
国
内
に
目
を
移
す
と
︑
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
進
む
な
か
で
︑
地
域
住
民
に
よ
っ
て
手
入
れ
さ
れ

て
き
た
農
地
や
森
林
等
が
放
置
さ
れ
︑
鳥
獣
被
害
の
増
大
や
自
然
災
害
の
頻
発
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
低
成
長
時
代
が
続
き
︑
人
び
と
の
命
や
暮
ら
し
に
直
結
す
る
社
会
保
障
費
さ
え
予
算
が
抑

制
さ
れ
る
な
か
で
︑
限
り
あ
る
社
会
資
源
を
自
然
環
境
の
管
理
に
優
先
し
て
振
り
向
け
る
べ
き
と
は
言
い
が
た
い
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
あ
る
側
面
を
見
れ
ば
人
間
に
よ
る
自
然
の
破
壊
・
収
奪
が
問
題
視
さ
れ
︑
別
の
側
面
を
見
れ
ば

人
間
に
よ
る
自
然
の
管
理
不
足
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
︑﹁
人
と
自
然
の
あ
い
だ
﹂に
つ
い
て
︑
私
た

ち
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒

　
こ
の
問
い
に
対
し
︑
人
間
社
会
が
自
然
環
境
と
本
質
的
に
対
立
す
る
も
の
と
み
な
す
と
︑
人
間
と
自
然
の
ど
ち

ら
を
中
心
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
始
ま
る
︒
実
際
︑
世
界
中
で
環
境
問
題
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
一
九

七
〇
年
代
に
は
︑
従
来
の
人
間
中
心
主
義
を
反
省
す
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
が
広
が
っ
た
︒
例
え
ば
︑
樹
木
な
ど
の

自
然
物
に
も
裁
判
で
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
法
的
地
位
を
与
え
る
べ
き
と
か
︑
実
験
動
物
や
家
畜
な
ど
を
劣
悪
な

環
境
下
に
置
く
の
は
人
間
を
特
別
扱
い
す
る
種
差
別
で
あ
る
と
か
︑
す
べ
て
の
生
命
は
平
等
で
あ
る
べ
き
と
い
う

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
ま
で
現
れ
た﹇N

ash 1989

=1993

﹈︒

　
こ
う
し
た
問
題
提
起
は
︑
私
た
ち
が
自
明
視
し
て
き
た
人
間
と
自
然
の
関
係
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
︑
環
境
思
想

上
の
意
義
は
大
き
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
現
実
に
起
き
て
い
る
環
境
問
題
の
現
場
で
は
︑
問
題
の
問
い
方
自
体
に
疑

問
を
投
げ
か
け
る
た
め
に
︑
そ
の
思
想
を
実
践
的
に
生
か
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
︒

人
と
自
然
の
関
わ
り
を
た
ど
り
、

再
考
す
る
た
め
に

　

松
村
正
治

 
序   
章



0 1 5 0 1 4序 章　人と自然の関わりをたどり，再考するために

　
生
活
環
境
主
義
が
︑
現
実
の
環
境
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
理
論
化
さ
れ
た
と
い
う
点
は
︑
一
九
九
〇
年
代
に

米
国
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
環
境
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
当
時
の
環
境
倫
理
学

が
人
間
中
心
主
義
か
非
人
間
中
心
主
義
か
と
問
う
よ
う
な
哲
学
的
な
議
論
に
集
中
し
て
︑
政
策
立
案
や
事
業
実
施

に
生
か
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
不
満
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
環
境
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
運
動
で
は
︑
従

来
の
環
境
倫
理
学
の
問
題
点
を
認
め
︑
実
際
の
環
境
問
題
に
役
立
つ
よ
う
に
多
元
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る

こ
と
が
謳
わ
れ
た﹇Light and K

atz eds. 1996

=2019

﹈︒

　
日
本
で
は
︑
こ
う
し
た
米
国
の
動
向
と
は
独
立
に
︑
鬼
頭
秀
一
が
人
間
と
自
然
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
環
境
思

想
の
限
界
を
指
摘
し
つ
つ
︑
両
者
の
関
係
性
を
分
析
す
る
た
め
に
社
会
的
リ
ン
ク
論
を
提
唱
し
︑
人
間
と
自
然
の

﹁
か
か
わ
り
の
全
体
性
﹂を
守
る
べ
き
と
主
張
し
た
︒
さ
ら
に
︑
世
界
自
然
遺
産
の
白し

ら

神か
み

山さ
ん

地ち

に
お
い
て
環
境
社
会

学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
︑
自
然
環
境
主
義
が
自
然
を
保
護
す
る
一
方
で
自
然
と
の
関
わ
り
を
切
断
し

て
し
ま
う
問
題
性
を
明
ら
か
に
し
た﹇
鬼
頭 1996; 

鬼
頭
・
福
永
編 2009

﹈︒

　
こ
の
よ
う
に
日
本
の
環
境
社
会
学
で
は
︑
ど
う
す
れ
ば
環
境
問
題
を
解
決
で
き
る
の
か
と
い
う
実
践
的
な
問
い

に
導
か
れ
て
方
法
論
が
検
討
さ
れ
て
き
た
︒
人
間
と
自
然
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
︑
こ
れ
を
抽
象
的
・
理

念
的
に
問
う
の
で
は
な
く
︑
個
別
具
体
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
基
づ
き
︑
問
題
の
解
決
に
向
け
て
知
見
を
蓄
積

し
て
き
た
と
こ
ろ
に
特
長
が
あ
る
︒

　
一
方
︑
日
本
の
環
境
社
会
学
は
︑
公
害
問
題
の
解
決
に
向
け
た
調
査
研
究
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
︑
当
初
か
ら
学

問
の
実
践
性
を
重
視
し
て
き
た
︒
既
存
の
社
会
理
論
を
問
題
事
例
に
当
て
は
め
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
︑
社
会

学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
き
︑
人
間
と
自
然
の
関
係
性
の
あ
り
方
を
考
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
用
さ
れ

て
き
た
︒
そ
う
し
た
問
題
解
決
へ
の
志
向
性
か
ら
確
立
さ
れ
た
方
法
論
と
し
て
︑
鳥
越
皓
之
ら
が
提
唱
し
た﹁
生

活
環
境
主
義
﹂が
あ
る﹇
鳥
越
編 1989; 

鳥
越 1997

﹈︒

　
鳥
越
に
よ
れ
ば
︑
一
九
八
〇
年
代
当
時
︑
人
間
と
自
然
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
人
為
的
な
影
響
を
排
除
し
て
生

態
系
の
保
存
を
目
指
す﹁
自
然
環
境
主
義
﹂と
︑
技
術
的
に
問
題
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る﹁
近
代
技
術
主
義
﹂の
二
つ

の
考
え
方
が
あ
っ
た
︒
こ
の
対
立
的
な
構
図
が
環
境
問
題
の
現
場
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
︑
人
間
か
自
然
か
と
い
う

ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー
ム
と
し
て
問
題
が
定
式
化
さ
れ
る
︒
そ
の
結
果
︑
双
方
の
立
場
か
ら
正
当
性
が
述
べ
ら
れ
て
も
議

論
は
平
行
線
の
ま
ま
と
な
り
︑
最
終
的
に
は
数
や
力
の
論
理
で
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　
し
か
し
︑
鳥
越
ら
は
琵
琶
湖
総
合
開
発
が
も
た
ら
す
地
域
社
会
へ
の
影
響
を
調
べ
て
い
く
な
か
で
︑
そ
う
し
た

二
項
対
立
的
な
問
題
設
定
が
実
社
会
に
は
適
合
し
な
い
と
考
え
た
︒
彼
ら
は
湖
畔
地
域
で
現
地
調
査
を
行
い
︑
人

び
と
が
意
味
づ
け
て
い
る
生
活
世
界
の
理
解
に
努
め
︑
人
と
自
然
の
多
様
な
関
わ
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
維
持
す

る
た
め
の
仕
組
み
な
ど
に
目
を
向
け
た
︒
す
る
と
︑
こ
の
調
査
地
で
は
︑
住
民
が
湖
に
つ
な
が
る
水
を
日
常
的
に

利
用
し
︑
集
落
で
こ
れ
を
共
同
管
理
し
て
い
た
の
で
︑
生
活
シ
ス
テ
ム
を
守
る
こ
と
が
水
環
境
の
保
全
に
直
結
し

て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
︒
そ
こ
で
︑
彼
ら
は
自
然
環
境
主
義
で
も
近
代
技
術
主
義
で
も
な
い
第
三
の
考
え
方
と

し
て
生
活
環
境
主
義
を
提
唱
し
︑
地
域
社
会
と
生
活
環
境
の
関
係
を
丸
ご
と
保
全
す
る
必
要
性
を
訴
え
た﹇
鳥
越
編 

1989; Yam
am

oto and Torigoe eds. 2023

﹈︒
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1
│	

自
然
保
護
の
古
く
て
新
し
い
問
題

　
ど
ん
な
自
然
を
ま
も
る
べ
き
な
の
か
︒

　
一
見
当
た
り
前
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
え
る
こ
の
問
い
に
対
し
て
具
体
的
に
答
え
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
︒
そ

の
理
由
の
一
つ
目
は
︑
自
然
と
社
会
の
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
複
雑
な
変
動
に
あ
る
︒
例
え
ば﹁
里
山
﹂は
︑
人

間
の
生
活
の
変
化
に
よ
っ
て
は
げ
山
や
藪や

ぶ

に
姿
を
変
え
て
き
た﹇
瀬
戸
口 2009

﹈︒
ま
た
︑
野
生
生
物
は
時
代
に

よ
っ
て
絶
滅
し
そ
う
な
ほ
ど
減
少
し
た
り
︑
人
間
社
会
に
被
害
を
与
え
る
ほ
ど
増
加
し
た
り
す
る﹇
丸
山 2006

﹈︒

さ
ら
に
︑
こ
の
自
然
と
社
会
の
変
動
は
複
雑
な
相
互
作
用
の
中
で
発
生
す
る
た
め
︑
未
来
予
測
に
は
常
に
不
確
実

性
が
伴
う
︒
そ
の
た
め
︑
自
然
再
生
事
業
等
に
お
い
て
は
︑
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
仮
説
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
試

行
錯
誤
を
繰
り
返
す﹁
順
応
的
管
理
﹂と
い
う
手
法
が
活
用
さ
れ
つ
つ
あ
る﹇
鷲
谷
・
草
刈
編 2003
﹈︒
こ
れ
は
裏
を
返

せ
ば
︑
あ
る
時
点
で
具
体
的
に
想
定
さ
れ
る
目
標
の
妥
当
性
は
常
に
揺
ら
ぎ
続
け
る
な
か
で
自
然
を
ま
も
る
こ
と

を
意
味
す
る
︒
こ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
か
︒

　
二
つ
目
は
︑
自
然
と
社
会
の
関
係
の
多
様
さ
と
固
有
性
に
あ
る
︒
例
え
ば
︑
先
住
民
や
市
民
の
参
画
に
よ
る

環
境
保
全﹇
目
黒 2014; 

松
村 2007

﹈︑
歴
史
的
環
境
の
保
全
や
都
市
計
画﹇
森
久 2016; H

ester 2006

=2018

﹈な
ど
で
し
ば

し
ば
課
題
と
な
っ
た
よ
う
に
︑
具
体
的
な
自
然
と
社
会
の
関
係
は
︑
生
物
進
化
や
社
会
文
化
も
含
め
た
歴
史
を

背
景
と
し
て
︑﹁
生
物
文
化
多
様
性
﹂と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
一
つ
ひ
と
つ
多
様
で
あ
り
固
有
性
を
持
つ﹇
湯
本
編 

2011

﹈︒
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
尊
重
し
︑
保
全
や
発
展
を
実
現
さ
せ
て
い
く
の
か
︒

　
そ
し
て
︑
三
つ
目
の
理
由
は
︑
自
然
と
社
会
の
関
係
は
考
慮
す
る
時
間
と
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
に
よ
っ
て
そ
の
評

価
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る﹇Levin 1999

=2003

﹈︒
例
え
ば
︑
自
然
保
護
区
の
設
定﹇
岩
井 2001; 

鬼
頭 1996

﹈︑

自
然
災
害
か
ら
の
復
興
や
防
災
対
策﹇
原
口 2010

﹈な
ど
で
典
型
的
に
発
生
し
て
き
た
よ
う
に
︑
短
期
的
に
見
れ
ば

人
間
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
取
り
組
み
が
︑
長
期
的
に
は
必
ず
し
も
評
価
で
き
な
か
っ
た
り
︑

あ
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
自
然
と
の
関
係
が
︑
別
の
人
び
と
に
は
望
ま
し
く
な
か
っ
た
り
す
る
︒
一
つ

目
︑
二
つ
目
の
課
題
を
含
め
て
︑
い
っ
た
い
誰
と
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
時
間
と
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
を
決
め
る
の

が
望
ま
し
い
の
か
︒

　
つ
ま
り
︑
こ
の
三
つ
の
課
題
は
自
然
と
社
会
の
歴
史
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
未
来
の
具
体
的
な
目
標
と
プ
ロ
セ
ス
︑

手
法
を
誰
が
ど
う
や
っ
て
決
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
︑
と
い
う
課
題
に
も
同
時
に
対
応
し
な
く
て
は
解
決
で

き
な
い
︒
こ
れ
は
歴
史
を
踏
ま
え
た
環
境
正
義︵Environm

ental Justice

︶と
も
大
き
く
関
わ
る﹇
石
山 2004

﹈︒
つ
ま
り
︑

私
た
ち
は
ど
ん
な
自
然
を

ま
も
ろ
う
と
す
る
の
か

未
来
の
人
と
自
然
の
関
わ
り
を
ど
う
や
っ
て
考
え
る
か

富
田
涼
都

 
第

1
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の
目
標
と
プ
ロ
セ
ス
を
決
め
る
た
め
に
︑
単
に
試
行
錯
誤
の
機
会
を
保
証
す
る
だ
け
で
な
く
︑
多
元
的
な
価
値
を

尊
重
す
る
こ
と
や
︑﹁
生
物
多
様
性
の
保
全
﹂の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
目
標
を
翻
訳
し
て
現
場
の
文
脈
の
中
に
位

置
づ
け
直
す﹁
再
文
脈
化
﹂の
重
要
性
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
き
た
︒

　
こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
て
︑
私
た
ち
は
現
時
点
で
は
存
在
し
な
い
未
来
の
自
然
と
社
会
の
関
係
性
を
具
体
的

に
構
想
す
る
う
え
で
ど
ん
な
課
題
に
直
面
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
本
章
で
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
筆
者
も
実
践
に

参
画
し
た
事
例
か
ら
検
討
し
た
い
︒
取
り
上
げ
る
の
は
︑﹁
多
元
的
な
価
値
﹂を
知
る
た
め
に
自
然
と
社
会
の
関
係

に
つ
い
て
よ
り
多
く
の
人
の
視
点
か
ら
掘
り
起
こ
し
︑﹁
再
文
脈
化
﹂の
た
め
に
自
然
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン﹇
岩
佐 2015; 

富
田 2018

﹈を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
福
井
県
三み

方か
た

五ご

湖こ

周
辺
の﹁
昔
の
水
辺
の
風
景
画
﹂募
集
の
取
り
組
み
で
あ
る
︒

2
│	

三
方
五
湖
の
自
然
再
生
事
業
と「
昔
の
水
辺
の
風
景
画
」募
集

　
三
方
五
湖
は
︑
福
井
県
の
美み

浜は
ま

町ち
ょ
うと
若わ

か

狭さ

町ち
ょ
うに
ま
た
が
る
五
つ
の
湖︵
水す
い

月げ
つ

湖こ

︑
三み

方か
た

湖こ

︑
久く

ぐ々

子し

湖こ

︑
日ひ
る
が向
湖こ

︑
菅す
が

湖こ

︶の
総
称
で
あ
る︵
写
真
１
│
１
︶︒
五
つ
の
湖
は
そ
れ
ぞ
れ
塩
分
濃
度
が
異
な
り
︑
多
様
な
環
境
と
コ
イ
科
魚
類
の

ハ
ス
︑
イ
チ
モ
ン
ジ
タ
ナ
ゴ
な
ど
の
限
ら
れ
た
自
然
分
布
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約

︵
特
に
水
鳥
の
生
息
地
と
し
て
国
際
的
に
重
要
な
湿
地
に
関
す
る
条
約
︶に
登
録
さ
れ
た
︒
二
〇
一
一
年
か
ら
︑
自
然
再
生
推
進

法
に
基
づ
く﹁
三
方
五
湖
自
然
再
生
協
議
会
﹂が
設
置
さ
れ
︑
自
然
再
生
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
二
〇
一
九
年
に

は
各
湖
の
環
境
に
応
じ
た
特
徴
的
な
漁
業
の
存
在
か
ら﹁
三
方
五
湖
の
汽き

水す
い

湖こ

沼し
ょ
う

群ぐ
ん

漁
業
シ
ス
テ
ム
﹂が
日
本
農

﹁
ど
ん
な
自
然
を
ま
も
る
べ
き
な
の
か
﹂と
い
う
問
い
は
︑
自
然
と
社
会
の
関
係
の
固
有
性
や
私
た
ち
の
意
思︵
価

値
判
断
︶を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑﹁
私
た
ち
は
︑
ど
ん
な
自
然
と
社
会
の
関
係
に
価
値
を
置
い
て
︑
誰
と
ど
の
よ
う

に
未
来
の
自
然
と
社
会
の
関
係
を
紡
ぐ
の
か
﹂と
い
う
問
い
に
変
換
し
て
答
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
︒

　
こ
こ
に
挙
げ
た
困
難
自
体
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
︑
自
然
保
護
の
現
場
で
は
常
に
問
わ
れ
て
き
た
こ

と
で
も
あ
る﹇
守
山 1988; 

沼
田 1994; 

鬼
頭 1996; 

鬼
頭
編 1999

﹈︒
し
か
し
︑
と
く
に
現
代
の
自
然
保
護
で
は﹁
今
あ
る

も
の
を
ま
も
る
﹂だ
け
で
は
収
ま
ら
ず
︑
自
然
再
生
事
業
や
絶
滅
生
物
の
野
生
復
帰
︑
生
物
の
個
体
数
調
整
︑
外

来
種
対
策
︑
里
山
保
全
︑
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
な
ど
現
時
点
で
は
存
在
し
な
い
自
然
と
社
会
の
関
係
の
姿
を
目
標

と
す
る
も
の
が
増
え
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
単
に
過
去
を
復
元
す
る
と
い
う
発
想
で
は
な
く
︑
未
来
の
自
然
と
社
会

の
姿
を
構
想
す
る
こ
と
を
明
確
に
求
め
ら
れ
る
た
め
︑﹁
私
た
ち
は
︑
ど
ん
な
自
然
と
社
会
の
関
係
に
価
値
を
置

い
て
︑
誰
と
ど
の
よ
う
に
未
来
の
自
然
と
社
会
の
関
係
を
紡
ぐ
の
か
﹂と
い
う
問
い
に
向
き
合
わ
な
い
限
り
︑
前

に
進
め
な
い﹇
富
田 2014

﹈︒
そ
の
意
味
で
︑﹁
ど
ん
な
自
然
を
ま
も
る
べ
き
な
の
か
﹂と
い
う
問
い
が
持
つ
困
難
は
︑

自
然
保
護
に
と
っ
て
古
く
て
新
し
い
問
題
で
も
あ
る
︒

　
環
境
社
会
学
で
も
︑
こ
の
古
く
て
新
し
い
問
題
の
答
え
を
ど
の
よ
う
に
見
い
だ
す
の
か
に
つ
い
て
議
論
が
重

ね
ら
れ
て
き
た
︒
そ
の
最
近
の
成
果
の
一
つ
が﹁
順
応
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
﹂論
で
あ
る﹇
宮
内
編 2013, 2017

﹈︒
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
で
複
雑
な
自
然
と
社
会
の
関
係
を
前
提
と
し
て
︑
こ
の
問
い
の
答
え
を
︑
そ
の
と
き
の
自
然
と
社
会
の
状

況
に
合
わ
せ
な
が
ら
暫
定
的
に
見
い
だ
し
︑
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
な
が
ら
自
然
と
社
会
の
状
況
の
変
化
が
あ
れ
ば
見

直
す
と
い
う
再
帰
的
で
順
応
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
そ
し
て
︑﹁
順
応
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
﹂論
に
お
け

る
多
種
多
様
な
事
例
研
究
か
ら
︑
多
様
な
市
民
や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー︵
利
害
関
係
者
︶の
参
加
に
よ
っ
て
環
境
保
全
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1
│	

は
じ
め
に

　
ア
フ
リ
カ
ゾ
ウ
と
聞
け
ば
︑
多
く
の
人
が
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
保
護
す
べ
き
動
物
だ
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
だ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
近
年
の
ア
フ
リ
カ
で
は
︑
ゾ
ウ
が
畑
を
荒
ら
す
害
獣
と
な
っ
て
い
る
地
域
が
増
え
て
お
り
︑
さ
ら

に
は
︑
ゾ
ウ
が
人
を
襲
っ
て
殺
害
す
る
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
︒
タ
ン
ザ
ニ
ア
で
は
年
間
四
〇
~
五
〇
人
が
ゾ
ウ

に
殺
さ
れ
て
お
り﹇M

dum
a et al. 2010

﹈︑
ま
た
︑
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
︑
ア
ジ
ア
ゾ
ウ
が
生
息
す
る
イ
ン
ド
で
の

そ
の
数
は
︑
年
間
四
〇
〇
~
五
〇
〇
人
に
達
し
て
い
る﹇Shaffer et al. 2019

﹈︒
ゾ
ウ
は
︑
生
物
と
し
て
は
人
間
よ
り

も
圧
倒
的
に
強
い
存
在
な
の
で
あ
る
︒

　
産
業
革
命
以
降
の
開
発
の
反
省
の
も
と
︑
現
代
で
は
︑﹁
野
生
生
物
を
保
全
す
る
﹂こ
と
は
国
際
的
な
目
標
と

な
っ
て
お
り
︑
国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標︵
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
︶で
も
謳
わ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
野
生
生
物
﹂は
︑

前
述
の
ゾ
ウ
の
例
の
よ
う
に
︑
自
然
の﹁
恵
み
﹂だ
け
で
は
な
く
︑
人
間
生
活
を
脅
か
す﹁
脅
威
﹂の
側
面
も
あ
わ
せ

持
つ
︒
そ
れ
が
︑﹁
家
畜
﹂と
い
う
︑
人
間
に
有
益
な
側
面
だ
け
を
残
し
て
つ
く
っ
た
生
物
と
の
最
大
の
違
い
だ
ろ

う
︒
そ
の
よ
う
な﹁
野
生
﹂が
持
つ﹁
荒
ぶ
る
﹂側
面
が
︑
現
代
人
︑
と
く
に
都
市
生
活
者
に
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
︒

　
ま
た
︑﹁
野
生
﹂に
対
す
る
価
値
づ
け
は
︑
も
と
も
と
は
地
域
ご
と
に
異
な
る
も
の
だ
っ
た
︒
そ
れ
が
︑
近
年
で

は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
価
値
づ
け
が
浸
透
し
︑
地
域
固
有
の
価
値
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
︒
か
つ
て
は
︑
地
域
の
自
然
環

境
や
文
化
と
と
も
に
︑
食
料
︑
物
質
利
用
や
信
仰
な
ど
︑
多
様
な
か
た
ち
で
野
生
生
物
と
関
わ
り
︑
地
域
ご
と
の

ロ
ー
カ
ル
な
野
生
生
物
の
価
値
を
育
ん
で
き
た
︒
そ
こ
に
︑
現
代
で
は
絶
滅
危
惧
種
の
保
護
︑
原
生
自
然
主
義
︑

動
物
愛
護
思
想
︑
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
価
値
づ
け
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
ロ
ー
カ

ル
な
関
わ
り
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒

　
本
章
で
は
︑
野
生
生
物
と
そ
こ
に
暮
ら
す
人
び
と
の
ロ
ー
カ
ル
な
関
わ
り
が
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な﹁
野
生
﹂の
価
値

づ
け
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
る
過
程
を
︑
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
ゾ
ウ
の
事
例
か
ら
考
え
た
い
︒

2
│	

ア
フ
リ
カ
ゾ
ウ
獣
害
問
題
の
現
状


見
え
や
す
い
被
害

　
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
は
︑
四
万
四
〇
〇
〇
頭
の
ゾ
ウ
が
生
息
し
て
お
り
︑
ア
フ
リ
カ
の
中
で
︑
ゾ
ウ
が
多
く
生
息
し

て
い
る
国
の
上
位
三
か
国
の
一
つ
で
あ
る
︒

野
生
と
は
何
か

ア
フ
リ
カ
ゾ
ウ
獣
害
問
題
に
み
る「
管
理
さ
れ
た
野
生
」の
矛
盾

岩
井
雪
乃

 
第

2
章
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村
の
家
畜
を
襲
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
動
物
の
勢
力
が
こ
ん
な
に
大
き
く
な
り
︑
人
間
生
活
が
脅
か
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
は
︑
国
立
公
園
職
員
も
住
民
も
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
︒

　
筆
者
が
調
査
し
て
い
る
の
は
︑
セ
レ
ン
ゲ
テ
ィ
国
立
公
園
に
隣
接
し
て
い
る
八
つ
の
県
の
う
ち
の
一
つ
︑
セ
レ

ン
ゲ
テ
ィ
県︵
人
口
二
五
万
人
︶で
あ
る
︒
県
内
で
は
︑
国
立
公
園
に
隣
接
す
る
二
六
村︵
合
計
人
口
七
万
人
︶が
ゾ
ウ
の

被
害
に
遭
っ
て
い
る
︒
と
く
に
被
害
が
深
刻
な
ミ
セ
ケ
村︵
人
口
三
〇
〇
〇
人
︶で
は
︑
二
〇
一
八
年
に
は
年
間
一
三

四
日
の
ゾ
ウ
の
襲
撃
が
あ
り
︑
そ
の
群
れ
の
規
模
は
一
〇
〇
頭
を
超
え
る
こ
と
も
あ
っ
た﹇
岩
井 2018

﹈︒
ゾ
ウ
の

襲
撃
に
よ
る
死
亡
事
件
も
毎
年
発
生
し
て
お
り
︑
二
〇
一
九
年
に
は
︑
セ
レ
ン
ゲ
テ
ィ
県
で
年
間
七
人
が
ゾ
ウ
に

殺
さ
れ
︑
過
去
最
多
と
な
っ
て
し
ま
っ
た﹇Iw

ai 2021

﹈︒


見
え
に
く
い
被
害

　
前
述
の
よ
う
な
数
字
に
表
し
や
す
い
被
害
の
ほ
か
に
︑
数
字
で
は
表
し
に
く
い﹁
見
え
に
く
い
被
害
﹂も
さ
ま
ざ

ま
な
レ
ベ
ル
で
発
生
し
て
い
る
︒
ま
ず
大
き
な
問
題
は
︑
農
作
物
被
害
が
も
た
ら
す
生
活
の
質
の
低
下
で
あ
る
︒

被
害
に
遭
っ
て
い
る
人
び
と
は
︑
農
業
を
主
な
生
業
と
し
て
お
り
︑
と
れ
た
作
物
で
自
給
し
︑
余
剰
を
売
っ
て
教

育
費
や
医
療
費
な
ど
の
支
出
に
充
て
て
い
る
︒
こ
の
収
穫
が
ゾ
ウ
の
襲
撃
で
失
わ
れ
れ
ば
︑
食
料
購
入
を
優
先
さ

せ
る
た
め
に
そ
の
他
の
支
出
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
お
い
て
も
学
歴
社
会
化
し
て
お
り
︑

農
村
部
で
も
親
は
子
ど
も
を
よ
り
上
の
学
校
へ
進
学
さ
せ
た
い
と
腐
心
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ひ
と
た
び
ゾ
ウ
獣

害
に
遭
え
ば
子
ど
も
の
学
費
を
払
え
な
く
な
り
︑
進
学
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
こ
れ
は
︑
現
在
の
生
活
の
質

の
低
下
の
み
な
ら
ず
︑
子
ど
も
が
十
分
な
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
︑
次
世
代
の
将
来
の
生
活
の
質

　
筆
者
は
︑
タ
ン
ザ
ニ
ア
で
最
大
級
の
国
立
公
園
で
あ
る
セ
レ
ン
ゲ
テ
ィ
国
立
公
園
で
︑
一
九
九
六
年
か
ら
調
査

を
行
っ
て
き
た
︒
こ
の
地
域
の
ゾ
ウ
の
個
体
数
は
︑
一
九
八
〇
年
代
に
︑
象
牙
目
的
で
過
剰
に
捕
獲
さ
れ
て
五
〇

〇
頭
ほ
ど
に
減
っ
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約︵
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｓ 

: 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生

動
植
物
の
種
の
国
際
取
引
に
関
す
る
条
約
︶で
象
牙
の
国
際
取
引
が
禁
止
さ
れ
て
︑
保
護
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
か
ら
は

順
調
に
回
復
し
︑
二
〇
一
四
年
に
は
六
〇
〇
〇
頭
に
な
っ
て
い
る﹇TAW

IR
I 2015

﹈︒
こ
れ
は
︑
個
体
数
の
記
録
が

始
ま
っ
た
一
九
五
〇
年
代
以
降
︑
最
多
の
数
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
人
口
は
急
激
に
増
加
し
て
お
り
︑

二
〇
一
九
年
に
は
五
八
〇
〇
万
人
と
な
り
︑
世
界
銀
行
の
予
測
で
は
二
〇
五
〇
年
に
は
一
億
人
に
達
す
る
と
さ
れ

て
い
る
︒
人
と
ゾ
ウ
の
双
方
が
︑
利
用
す
る
土
地
を
求
め
て
拡
大
し
て
い
る
た
め
︑
衝
突
が
起
こ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
︒

　
こ
の
地
域
で
ゾ
ウ
獣
害
問
題
が
発
生
し
始
め
た
の
は
︑
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
っ
た﹇
岩
井 2017a

﹈︒

筆
者
が
調
査
を
始
め
た
一
九
九
〇
年
代
は
︑
ゾ
ウ
は
村
人
に
と
っ
て﹁
幻
の
動
物
﹂だ
っ
た
︒
お
じ
い
さ
ん
世
代
が

若
い
頃
に
遠
出
し
た
と
き
に
見
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
だ
け
で
︑
多
く
の
人
は
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
︑
年
に
数
回
ゾ
ウ
が
畑
に
侵
入
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
︑
年
々
︑
頻
度

と
頭
数
が
増
加
し
︑
二
〇
一
〇
年
代
に
は
連
日
何
十
頭
も
の
ゾ
ウ
群
が
村
を
襲
撃
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

　
こ
の
過
程
は
︑
筆
者
自
身
が
毎
年
村
を
訪
問
し
な
が
ら
︑
実
際
に
体
験
し
て
き
た
驚
く
べ
き
変
化
だ
っ
た
︒
セ

レ
ン
ゲ
テ
ィ
に
行
き
始
め
た
頃
は
︑
筆
者
も﹁
絶
滅
に
瀕
し
た
動
物
を
保
護
し
な
け
れ
ば
﹂と
考
え
て
お
り
︑
実
際

に
ゾ
ウ
の
数
は
少
な
く
︑
見
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
二
五
年
以
上
が
経
っ
た
今
で
は
︑
五
〇

頭
︑
一
〇
〇
頭
の
大
き
な
ゾ
ウ
群
を
見
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
り
︑
ゾ
ウ
の
み
な
ら
ず
︑
ラ
イ
オ
ン
も
増
え
て
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生
活
へ
の
絶
望
感
と
焦
燥
感
︑
ゾ
ウ
を
含
む
自
然
へ
の
恐
怖
と
無
力
感
︑
自
然
保
護
の﹁
恵
み
﹂だ
け
を
得
て
い
る

政
府
や
外
国
人
観
光
客
へ
の
恨
み
な
ど
が
わ
い
て
く
る
︒

　
そ
し
て
︑
ゾ
ウ
に
大
切
な
人
を
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
被
害
者
家
族
の
痛
み
は
︑
と
う
て
い
代
償
で
き
る
も
の
で

は
な
い
︒
筆
者
は
二
〇
一
九
年
に
︑
二
人
の
犠
牲
者
の
遺
族
か
ら
お
話
を
聞
い
た
︒
一
人
目
の
犠
牲
者
は
四
〇
代

女
性
で
︑
八
人
の
子
ど
も
の
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
だ
っ
た
︒

ゾ
ウ
に
畑
を
荒
ら
さ
れ
た
翌
朝
︑
畑
の
様
子
を
見
に
行
っ

た
と
こ
ろ
で
︑
残
っ
て
い
た
ゾ
ウ
に
出
く
わ
し
て
殺
さ
れ

て
し
ま
っ
た︵
図
２
│
１
︶︒
上
の
子
ど
も
六
人
は
︑
苦
し
い

な
が
ら
も
自
活
で
き
そ
う
だ
っ
た
が
︑
下
の
二
人
は
ま
だ

小
学
生
だ
っ
た
︒
兄
で
あ
る
長
男
に
引
き
取
ら
れ
た
も
の

の
︑
長
男
も
自
分
の
妻
と
幼
い
子
ど
も
を
零
細
農
業
で

養
っ
て
お
り
︑
そ
の
農
地
も
ゾ
ウ
獣
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い

た
︒
困
窮
し
た
生
活
だ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
ゾ
ウ
獣
害
に
い
つ
遭
う
か
わ
か
ら
な
い
恐

怖
が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
に
蔓
延
し
て
い
た
︒
二
人
目

の
犠
牲
者
は
一
九
歳
の
男
子
学
生
で
︑
筆
者
は
葬
儀
に
参

列
し
た︵
写
真
２
│

３
︶︒
四
〇
〇
人
ほ
ど
の
親
戚
や
住
民
が

集
ま
っ
て
い
る
式
の
中
で
︑
村
長
は
︑
早
朝
や
日
が
暮
れ

ま
で
も
低
下
さ
せ
︑
貧
困
の
連
鎖
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
身
体
的
な
健
康
状
態
の
悪
化
も
引
き
起
こ

す
︒
医
療
費
の
抑
制
に
よ
っ
て
治
療
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
加
え
て
︑
十
分
な
食
料
を
購
入
で
き
な
い
た
め
に

栄
養
不
良
と
な
り
︑
そ
れ
が
子
ど
も
の
生
育
に
及
ぼ
す
負
の
影
響
は
長
期
間
に
わ
た
る
︒

　
ま
た
︑
精
神
的
な
被
害
は
も
ち
ろ
ん
甚
大
で
あ
る
︒
半
年
間
に
わ
た
っ
て
鍬く

わ

を
ふ
る
っ
て
育
て
て
き
た
主
食
作

物
が
︑
収
穫
目
前
で
一
夜
に
し
て
ゾ
ウ
に
食
い
荒
ら
さ
れ
て
全
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
が
起
こ
る︵
写
真
２
│
１・２
│
２
︶︒

楽
し
み
に
し
て
い
た
収
穫
の
喜
び
が
奪
わ
れ
︑
こ
れ
ま
で
の
労
働
が
無
に
帰
す
こ
と
は
︑
農
民
に
と
っ
て
は
言
葉

に
表
せ
な
い
ほ
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
る
︒
そ
の
気
持
ち
は
︑
単
に
ゾ
ウ
へ
の
怒
り
だ
け
で
は
な
い
︒
こ
れ
か
ら
の

写真2─1　主食作物ソルガムの収穫を楽しみにする農民
撮影：筆者

写真2─2　ゾウに畑を食い荒らされて茫然とする農民
撮影：筆者

図2─1　ゾウは人を襲う時に鼻で投げ飛ばす
村人画
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価
値
の
押
し
つ
け
な
の
だ
ろ
う
︒
野
生
生
物
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
︑
セ
レ
ン
ゲ
テ
ィ
県
の
人
び
と
が
︑
自
ら

選
び
︑
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
な
政
治
的
社
会
的
環
境
に
な
る
こ
と
が
︑
根
本
的
に
は
必
要
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑

こ
れ
ま
で
の
政
策
の
よ
う
に
︑
暴
力
で
強
制
さ
れ
た
り
︑﹁
住
民
主
体
﹂の
名
の
も
と
に
懐
柔
さ
れ
る
の
で
は
な

く
︑
異
な
る
か
た
ち
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
ま
ず
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
自
然
観
を
持
つ
私
た
ち
が
︑

﹁
野
生
﹂を
見
る
目
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
一
見
美
し
い﹁
野
生
﹂の
す
ぐ
そ
ば
で
︑
権
利
を
奪
わ
れ
︑
自
然

の
脅
威
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
人
び
と
の
存
在
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
︒
そ
の
想
像
力
を
持
つ

こ
と
が
︑
ロ
ー
カ
ル
な﹁
野
生
﹂が
尊
重
さ
れ
る
社
会
へ
の
第
一
歩
と
な
る
は
ず
だ
︒

︵
1
︶ 

本
節
の
内
容
は
︑
岩
井﹇2017c

﹈に
詳
し
い
︒

註

「
単
一
種
の
森
」の
荒
廃
と	

日
本
の
森
林
保
護
の
ゆ
く
え

「
造
ら
れ
た
自
然
」を
め
ぐ
る
統
制
の
崩
壊

大
倉
季
久
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造
ら
れ
た
自
然


単
一
種
の
森

　
森
に
は
︑
造
ら
れ
た
自
然
と
い
う
一
面
が
あ
る
︒
と
り
わ
け
日
本
の
森
は
︑
そ
の
多
く
が
人
工
的
に
生
み
出
さ

れ
た
自
然
で
あ
り
︑
ま
た
管
理
さ
れ
て
き
た
自
然
で
あ
る
︒

　
な
ぜ
人
び
と
は
︑
森
を
造
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
電
気
も
ガ
ス
も
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
れ
ば
︑
そ

れ
は
︑
生
活
の
た
め
で
あ
っ
た)

1
(

︒
森
の
近
く
で
暮
ら
す
人
び
と
だ
け
で
な
く
︑
都
市
で
の
暮
ら
し
も
森
を
頼
る
部

分
が
大
き
く
︑
そ
れ
ゆ
え
人
び
と
は
︑
森
の
消
失
を
防
ぐ
た
め
に
広
く
協
力
し
合
っ
て
き
た
︒
い
わ
ゆ
る
里
山
は
︑
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　﹁
単
一
種
の
森
﹂の
場
合
︑
森
を
所
有
す
る

人
び
と
は
︑
息
の
長
い
事
業
の
継
続
が
求
め

ら
れ
︑
そ
の
た
め
に
伐
採
や
輸
送
だ
け
で
な

く
︑
植
林
や
間
伐
︑
枝
打
ち
と
い
っ
た
定
期

的
な
作
業
に
至
る
ま
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
で
生
じ
る
費
用
や
労
力
を
工
面
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
森
の
荒
廃
は
︑
こ
の
森
を
造

成
し
た
人
び
と
の
後
継
世
代
に
あ
た
る
現
在

の
所
有
者
た
ち
が
︑
そ
う
し
た
費
用
や
労
力

を
工
面
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
結
果

と
し
て
生
じ
て
い
る
︒

　
た
だ
︑
費
用
や
労
力
を
工
面
で
き
な
く

な
っ
て
も
な
お
︑
多
く
の
所
有
者
は
︑
森
を

手
放
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
手
も
と
に
残
し

て
い
る
︒
で
は
︑
現
在
の
日
本
に
は
︑
ど
の

よ
う
な
所
有
者
が
ど
の
程
度
い
る
の
だ
ろ
う

か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
た
う
え

で
先
へ
と
進
も
う
︒

そ
の
名
残
で
あ
る
︒

　
で
は
︑
現
在
の
森
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
現
在
の
日
本
の
森
を
見
渡
す
と
︑
多
く
が
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
︑
マ
ツ
と

い
っ
た
針
葉
樹
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
目
で
わ
か
る)

2
(

︒

　
そ
し
て
︑
こ
の
針
葉
樹
が
一
面
に
広
が
る
自
然
の
造
成
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
の
は
二
〇
世
紀
︑
高
度
経
済
成

長
期
に
差
し
か
か
る
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ち
ょ
う
ど
電
気
︑
ガ
ス
が
本
格
的
に
普
及
し
始
め
︑
薪し

ん

炭た
ん

の
需
要
が

急
減
し
始
め
た
そ
の
頃
︑
高
度
経
済
成
長
期
の
到
来
と
と
も
に
生
じ
た
建
設
用
材
を
中
心
と
す
る
旺
盛
な
木
材
需

要
か
ら
生
じ
た
木
材
不
足
が
き
っ
か
け
だ
っ
た)

3
(

︒
当
時
の
物
価
上
昇
の
勢
い
を
上
回
る
ほ
ど
の
木
材
価
格
の
急
激

な
上
昇
を
目
の
前
に
し
て
︑
人
び
と
は
競
う
よ
う
に
し
て
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
植
林
を
進
め
た
︒
そ
こ
に
︑
い
わ
ゆ

る﹁
拡
大
造
林
政
策
﹂と
呼
ば
れ
る
木
材
供
給
の
安
定
的
な
確
保
を
目
指
し
た
一
連
の
政
策
的
な
支
援
が
加
わ
っ
て
︑

な
か
に
は
田
畑
を
潰
し
て
森
林
を
造
る
人
び
と
ま
で
現
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
の
間
に
︑
日
本
の
森
林
で

は
︑
現
在
の
よ
う
な
針
葉
樹
の﹁
単
一
種
の
森
﹂へ
と
造
り
か
え
が
広
く
進
ん
だ
の
で
あ
る
︒


荒
れ
る
自
然

　
そ
う
し
て
造
ら
れ
た﹁
単
一
種
の
森
﹂は
今
日
︑
多
く
が
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
ず
に
荒
廃
し
て
い
る
と
さ
れ
る
︒

か
つ
て
広
く
見
ら
れ
た
森
を
め
ぐ
る
人
び
と
の
協
力
も
今
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
原
因
と
さ
れ
る

の
が
︑
林
業
の
崩
壊
︑
す
な
わ
ち
木
材
価
格
の
下
落
で
あ
る
︒
木
材
価
格
に
も
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
︑
森

に
立
っ
て
い
る
状
態
の
ス
ギ
の
価
格
の
推
移
を
み
る
と
︑
一
九
八
〇
年
代
初
め
を
ピ
ー
ク
に
下
落
を
続
け
︑
近
頃

は
︑
お
お
む
ね
一
九
六
〇
年
代
並
み
の
水
準
で
推
移
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る︵
図
３
│
１
︶︒

図3─1　スギの価格変動（1950‒2023年）
注：ただし，ここに示したのは「山元立木価格」，つまり丸太の市場価格から伐採，
 搬出等に要する費用を差し引いた価格の動向である．
出所：『林業白書』各年度版および『戦後林政史』をもとに筆者作成．
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で
す
︒
ス
ギ
や
マ
ツ
は
用
材
を
つ
く
る
た
め
に
よ
く
植
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
︑
そ
れ
で
森
を
つ
く
っ
て
も
長

く
は
も
た
な
い
︒
常
に
人
の
手
に
よ
る
管
理
が
必
要
で
︑
鎮
守
の
森
︑
千
年
の
森
に
は
な
ら
ん
の
で
す
﹂﹇
宮
脇 2024: 136

﹈︒

も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
の
は
︑
批
判
を
受
け
入
れ
よ
︑
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
︑
こ
う
す
れ
ば
森
は
保
護
さ
れ

る
︑
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
が
た
め
で
は
な
い
︒
二
つ
の
立
場
の
隔
絶
を
紹
介
す
る
た
め
で
あ
る
︒

河
川
の
災
い
を
豊
か
に
生
き
る

　

金
子
祥
之
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災
い
と
と
も
に
生
き
る

　
本
章
で
は
︑
河
川
に
近
接
し
て
住
ま
う
地
域
社
会
を
舞
台
に
︑
洪
水)

1
(

が
困
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
に
ゆ
え
に
そ
れ
を
心
待
ち
に
す
る
人
び
と
が
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
︒
具
体
的

に
は
︑
洪
水
時
に
し
か
行
い
え
な
い
生
業
活
動
を
取
り
上
げ
︑
洪
水
と
い
う
通
常
で
あ
れ
ば
好
ま
れ
な
い
自
然
と

人
間
と
の
関
わ
り
を
︑
川
に
接
近
し
て
暮
ら
し
を
営
ん
で
き
た
地
域
社
会
の
経
験
か
ら
探
っ
て
み
た
い
︒

　
人
間
と
自
然
と
の
関
わ
り
は
︑
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
︑
平
板
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
︒
近
代
社
会

で
は
︑﹁
自
然
の
征
服
と
利
用
を
限
り
な
く
求
め
る
﹂﹇
藤
原 1991: 88

﹈人
間
優
位
の
征
服
的
な
自
然
観
が
形
成
さ
れ

た
︒
自
然
を
征
服
対
象
と
し
て
ま
な
ざ
す
自
然
観
の
も
と
で
︑
自
然
の
収
奪
的
な
利
用
が
進
む
︒
そ
の
結
果
︑
環
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か
さ
﹄を
減
退
さ
せ
︑
︙
︙
専
門
機
関
へ
の
依
存
を
強
め
る
﹂﹇
田
中 2007: 350

﹈結
果
を
招
く
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え

に
環
境
社
会
学
で
は
︑
災
害
に
対
す
る
地
域
社
会
の
経
験
知
を
掘
り
起
こ
し
︑
地
域
社
会
の
防
災
力
を
高
め
よ
う

と
す
る
実
践
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た﹇
嘉
田 2006; 

西
城
戸 2010 

な
ど
﹈︒

　
こ
う
し
た
指
摘
を
さ
ら
に
深
め
て
ゆ
く
に
は
︑
防
災
に
直
接
的
に
結
び
つ
く
経
験
知
を
掘
り
起
こ
す
だ
け
で
な

く
︑
人
び
と
の
生
活
の
場
か
ら
多
様
な
認
知
世
界
を
描
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
関
礼
子
は
︑﹁
人
間
と
自
然
と

の﹃
関
わ
り
﹄が
創
り
出
す
認
知
世
界
は
︑
人
間
と
そ
の
持
つ
文
化
の
多
様
性
に
よ
っ
て
︑
多
様
な﹃
環
境
世
界
﹄を

構
成
し
て
い
る
﹂﹇
関 2003: 58

﹈と
指
摘
す
る
︒
地
域
社
会
は
︑
災
害
と
の
関
わ
り
方
に
関
し
て
多
様
な
文
化
を
つ

く
っ
て
き
た
︒
災
害
の
克
服
を
試
み
る
制
御
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
な
い
か
ら
こ
そ
︑
災
害
と
の﹁
し
た
た
か

な
関
わ
り
﹂が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
そ
う
し
た
災
害
と
の
し
た
た
か
な
関
わ
り
は
︑
と
り
わ
け
マ
イ
ナ
ー
・
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス︵M

inor Subsistence

︶に

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
マ
イ
ナ
ー
・
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス
と
は
︑
山
菜
・
き
の
こ
採
り
や
魚
獲
り
な
ど
の
狩
猟
採

集
活
動
を
代
表
例
と
す
る
︑
副
次
的
な
生
業
活
動
を
指
す
︒
稲
作
な
ど
の
メ
ジ
ャ
ー
・
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス︵M

ajor 

Subsistence

︶と
比
較
す
る
と
︑
経
済
的
に
は
目
立
た
な
い
も
の
の
︑
生
活
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
生
業
活

動
で
あ
る﹇
松
井 1998: 140‒147

﹈︒

　
洪
水
と
い
う
厄
介
な
現
象
は
︑
水
田
稲
作
を
は
じ
め
と
す
る
メ
ジ
ャ
ー
・
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス
に
と
っ
て
︑
大
き

な
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
や
す
い
︒
だ
が
一
方
で
︑
マ
イ
ナ
ー
・
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス
に
注
目
し
て
み
る
と
︑
違
っ
た
営

み
が
見
え
て
く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
マ
イ
ナ
ー
・
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス
か
ら
は
普
段
と
異
な
る
状
況
を
利
用
し
て
︑
そ

こ
か
ら
利
益
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
き
た
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
そ
こ
で
本
章
で
は
洪
水
時
の
漁
撈
活

境
破
壊
は
見
過
ご
さ
れ
︑
個
人
の
生
存
や
生
活
︑
社
会
の
持
続
性
が
脅
か
さ
れ
る
ほ
ど
の
危
機
的
な
環
境
問
題

﹇
舩
橋 2011: 4

﹈が
発
生
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
近
代
社
会
に
お
い
て
︑
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
征
服
的
な
自
然
観
は
︑
自
然
の
も
た
ら
す
負
の
側
面
︑
す
な
わ

ち
人
間
と
災
害
と
の
関
わ
り
方
を
も
平
板
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
︒
災
害
も
ま
た
制
御
す
べ
き
対
象
と
な
り
︑
自

然
を
制
御
す
る
工
学
的
な
技
術
が
発
達
し
た
︒
本
章
で
議
論
す
る
洪
水
を
例
に
と
る
と
︑
近
代
日
本
の
洪
水
対
策

は
︑
自
然
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る﹁
近
代
的
技
術
手
段
﹂﹇
大
熊 1988: 18

﹈を
採
用
し
て
き
た
と
︑
大
熊
孝
は
指
摘
し

て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
大
熊
は
︑
自
然
征
服
的
な
近
代
治
水
が
常
襲
的
水
害
を
減
少
さ
せ
た
も
の
の
︑
災
害
対
応

が
ハ
ー
ド
対
策
に
大
き
く
傾
き
︑
洪
水
を
受
容
す
る
た
め
の
知
恵
が
失
わ
れ
た
と
指
摘
し
た﹇
大
熊 1988

﹈︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
自
然
を
利
用
す
る
こ
と
も
︑
ま
た
災
い
へ
対
処
す
る
こ
と
も
︑
近
代
社
会
で
は
征
服
的
な
自
然

観
に
基
づ
い
た
対
応
が
な
さ
れ
た
︒
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
︑
現
代
の
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る

か
は
︑
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
自
然
利
用
の
面
で
は
︑
自
然
環
境
の
持
続
性
が
蝕
ま
れ
て
い
る
状
況
が
露
わ
に

な
り
︑
征
服
的
な
自
然
観
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
︒
一
方
で
︑
災
害
対
応
で
は
む
し
ろ
︑

そ
れ
が
力
を
増
し
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑
災
害
を
防
ぐ
目
的
の
も
と
で
は
︑
自
然
の
制
御
や
改
変
は
正
当
化
さ

れ
や
す
い
︒
加
え
て
︑
昨
今
の
気
候
変
動
に
伴
う
災
害
の
リ
ス
ク
の
上
昇
傾
向
︑
あ
る
い
は
大
規
模
災
害
が
多
発

す
る
状
況
下
で
は
︑
征
服
的
な
自
然
観
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
災
害
と
い
う
非
常
事
態
に
対
し
︑
自
然
の
改
変
や
制
御
を
試
み
る
こ
と
は
必
要
な
方
策
で
あ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
制
御
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
に
依
存
す
る
と
︑
か
え
っ
て
地
域
の
対
応
力
を
弱
め
て
し
ま

う
︒
す
な
わ
ち
︑
制
御
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
高
度
に
発
達
さ
せ
る
こ
と
は
︑﹁
生
活
者
自
身
は﹃
災
害
へ
の
し
た
た
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と
︑
井
戸
地
区
の
人
び
と
も
語
っ
て
い
る
︒
人
び
と
が
体
験
し
た
大
き
な
水
害
は
︑
昭
和
十
三
年
水
害︵
一
九
三
八

年
︶︑
続
い
て
カ
ス
リ
ー
ン
台
風︵
一
九
四
七
年
︶が
あ
っ
た
︒
ど
ち
ら
の
水
害
の
場
合
も
︑
井
戸
地
区
で
広
い
範
囲

の
浸
水
被
害
が
出
た
︒
近
年
に
な
っ
て
も
︑
例
え
ば
昭
和
五
十
七
年
水
害︵
一
九
八
二
年
︶︑
お
よ
び
令
和
元
年
水
害

︵
二
〇
一
九
年
︶で
は
︑
蓬ほ

う

莱ら
い

島じ
ま

公
園
や
長
瀞
キ
ャ
ン

プ
場
な
ど
地
区
内
の
観
光
施
設
が
大
き
な
被
害
を

受
け
て
い
る
︒

　
洪
水
を
軽
減
す
る
た
め
に
︑
ダ
ム
建
設
が
進
め

ら
れ
た
︒
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
で
甚
大
な
被
害
を
受

け
た
こ
と
か
ら
二
つ
の
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
︑
一
九

六
一
年
に
二ふ

た

瀬せ

ダ
ム
︑
一
九
六
四
年
に
は
玉た

ま

淀よ
ど

ダ

ム
が
完
成
し
た
︒
そ
の
後
も
ダ
ム
建
設
が
継
続
さ

れ
︑
一
九
九
八
年
に
は
浦
山
ダ
ム
︑
二
〇
〇
一
年

に
は
合か

っ

角か
く

ダ
ム
︑
二
〇
一
一
年
に
は
滝
沢
ダ
ム
が

完
成
し
て
い
る
︒

　
川
の
恐
ろ
し
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
一

方
で
︑
人
び
と
は
︑
川
か
ら
の
恩
恵
も
得
て
き
た
︒

井
戸
地
区
で
は
︑
川か

わ

漁り
ょ
うだ
け
で
生
計
を
立
て
る
専

業
漁
師
は
い
な
か
っ
た
が
︑
多
く
の
人
び
と
が
川

動
を
取
り
上
げ
︑
防
災
と
い
う
狭
い
関
心
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
︑
災
害
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に

し
よ
う
︒

2
│	

川
の
美
し
さ
と
怖
さ
、そ
し
て
恵
み

　
本
章
の
舞
台
は
︑
埼
玉
県
長な

が

瀞と
ろ

町ま
ち

井
戸
地
区
で
あ
る
︒
井
戸
地
区
は
︑
年
間
三
〇
〇
万
人
も
の
観
光
客
が
訪
れ

る
観
光
名
所
で
あ
る
長
瀞
地
区
の
対
岸
に
位
置
し
て
い
る
︒
長
瀞
観
光
の
目
玉
は
︑
荒
川
が
つ
く
り
出
し
た
自
然

景
観
に
あ
る
︒
集
落
が
立
地
す
る
台
地
と
河
川
に
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
近
い
高
低
差
が
あ
り
︑
深
く
切
れ
込
ん
だ
岸

壁
の
間
を
川
が
流
れ
て
ゆ
く
美
観
が
広
が
っ
て
い
る
︒

　
私
た
ち
は
︑
美
し
い
河
川
景
観
を
体
験
す
る
た
め
に
︑
長
瀞
へ
と
出
向
く
︒
そ
の
た
め
多
く
の
観
光
客
に
と
っ

て
︑
荒
川
は
美
観
を
感
知
す
る
穏
や
か
な
川
で
あ
り
︑
ラ
イ
ン
下
り
を
楽
し
む
清
流
で
あ
る︵
写
真
４
│
１
︶︒
そ
れ

ゆ
え
︑
観
光
に
訪
れ
る
人
び
と
に
と
っ
て
の
自
然
は
︑
レ
ジ
ャ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
穏
や
か
な
も
の
で
あ
り
︑
増
水

す
る
川
の
姿
を
目
に
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
岸
壁
の
下
を
穏
や
か
に
流
れ
て
い
る
荒
川
も
︑
ひ
と
た
び
増
水
す
る
と
︑
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す

“
荒
れ
川
”と
な
っ
て
き
た
︒
そ
の
歴
史
を
現
在
に
も
語
り
か
け
る
資
料
と
し
て
︑
集
落
か
ら
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

下
流
に
︑
寛か

ん

保ぽ
う

二
年
の
大
洪
水︵
一
七
四
二
年
︶の
水
位
を
記
録
し
た
寛
保
洪
水
位い

磨ま

崖が
い

標ひ
ょ
うが
残
さ
れ
て
い
る
︒
水
位

が
一
八
メ
ー
ト
ル
も
上
昇
し
︑
荒
川
が
大
氾
濫
し
た
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
一
九
五
〇
年
代
に
始
ま
る
ダ
ム
建
設
以
前
は
︑
お
よ
そ
一
〇
年
お
き
に
水
害
が
あ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
だ

写真4─1　長瀞の景観とライン下り
撮影：筆者
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註

︵
1
︶ 

以
下
︑
本
章
で
は
︑
洪
水
と
水
害
を
次
の
よ
う
な
意
味
で
使
い
分
け
る
︒
洪
水
は
多
量
の
水
が
流
れ
る
自
然
現
象
を
指

し
︑
水
害
は
洪
水
の
結
果
と
し
て
被
害
が
生
じ
る
社
会
現
象
を
指
す
︒

︵
2
︶ 

注
目
さ
れ
る
研
究
と
し
て
︑
洪
水
時
の
魚
類
は
支
流
に
避
難
す
る
と
い
う
支
流
避
難
仮
説
が
あ
る﹇Koizum

i et al. 
2013

﹈︒
た
だ
井
戸
地
区
の
場
合
︑
避
難
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
巻
き
水
部
分
で
あ
り
︑
支
流
へ
の
避
難
は
あ

ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
︒
沢
と
本
流
と
の
落
差
が
大
き
い
こ
と
︑
い
ず
れ
も
三
面
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

︵
3
︶ 

本
章
で
は
︑
洪
水
の
も
た
ら
す
恵
み
を
示
し
て
き
た
︒
こ
う
し
た
洪
水
の
も
た
ら
す
恵
み
は
︑
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ

ア
と
い
っ
た
雨
季
に
湛た

ん

水す
い

す
る
地
域
の
事
例
が
と
く
に
知
ら
れ
て
い
る
︒
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
農
村
の
調
査
を
行
っ
た
吉
野

馨
子
は
︑﹁
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
土
と
水
と
の
対
話
を
通
し
︑
時
に
は
な
だ
め
す
か
し
︑
時
に
は
力
負
け
し
な
が
ら
︑
活

発
な
氾
濫
原
で
の
暮
ら
し
を
形
作
っ
て
き
た
﹂﹇
吉
野 2013: 140

﹈と
指
摘
す
る
︒
あ
る
い
は
ま
た
︑
ラ
オ
ス
農
村
を
調
査
し

た
秋
道
智
彌
は
︑﹁
洪
水
を
所
与
の
も
の
と
し
て
甘
ん
じ
て
受
け
止
め
る
生
き
方
が
洪
水
常
襲
地
帯
に
あ
る
﹂﹇
秋
道 2010: 

252

﹈と
言
い
︑
洪
水
は﹁
暮
ら
し
に
と
っ
て
は
必
要
で
も
あ
る
﹂﹇
秋
道 2010: 253

﹈と
ま
と
め
た
︒

　
　
一
方
で
︑
日
本
と
は
河
川
特
性
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
の
知
見
を
そ
の
ま
ま
適
応
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
︒
河
川
勾
配
が
急
で
短
時
間
に
多
量
の
水
が
流
れ
︑
被
害
が
拡
大
し
や
す
い
日
本
と
︑
雨
季
に

ゆ
っ
く
り
と
湛
水
し
て
い
く
地
域
と
を
同
様
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
洪
水
を
一
面
的
に
見
る
の

で
は
な
く
多
面
的
に
と
ら
え
る
点
︑
ま
た
生
活
者
の
立
場
か
ら
洪
水
の
役
割
を
見
よ
う
と
す
る
点
で
︑
本
章
も
ま
た
こ
れ
ら

の
研
究
に
多
く
を
学
ん
で
い
る
︒

 

　
本
章
は
︑
金
子﹇2019

﹈を
も
と
に
︑
改
稿
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒

付
記

コ
ラ
ム
A

野
生
動
物
と
の
押
し
ず
も
う

◆
閻 
美 
芳

　
日
本
の
中
山
間
地
域
を
訪
ね
る
と
、「
シ
カ
、
サ
ル
、
イ

ノ
シ
シ
出
没
注
意
」な
ど
の
看
板
を
し
ば
し
ば
目
に
す
る
。

実
際
に
か
な
り
の
高
い
確
率
で
こ
れ
ら
の
野
生
動
物
に
出
会

う
可
能
性
が
あ
る
。
私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
し
た
栃
木
県

佐
野
市
の
山
村
、
秋
山
地
区
の
状
況
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
群

馬
県
と
の
県
境
に
発
す
る
秋
山
川
の
上
流
に
位
置
す
る
こ
の

地
区
で
は
、
道
の
真
ん
中
に
陣
取
る
サ
ル
の
群
れ
に
頻
繁
に

遭
遇
す
る
。
近
く
の
商
店
は
サ
ル
の
出
没
で
ド
ア
も
開
け
ら

れ
ず
、
家
庭
菜
園
も
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
の
被
害
に
遭
う
の
で

ど
こ
も
柵
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

　
秋
山
地
区
で
一
人
暮
ら
し
を
す
る
八
〇
代
女
性
は
言
う
。

　
「
歳と
し
を
と
っ
て
い
る
か
ら
、（
サ
ル
に
）茶
化
さ
れ
ち
ゃ
っ

て
。（
サ
ル
が
）慣
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
か
ら
。
…
…
今
は
ダ
メ

だ
ね
。（
サ
ル
が
人
を
）バ
カ
に
し
ち
ゃ
っ
て
」。

　
女
性
は
サ
ル
が
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
玄
関
先
に

追
い
払
い
用
の
小
石
を
用
意
し
て
い
る
。
し
か
し
高
齢
の
女

性
が
投
げ
ら
れ
る
石
の
範
囲
は
た
か
が
知
れ
て
い
る
。
私
が

彼
女
を
訪
ね
た
と
き
に
は
、
サ
ル
の
群
れ
が
玄
関
先
や
屋
根

の
上
を
闊
歩
し
て
い
た（
写
真
Ａ
│
１
）。

　
も
ち
ろ
ん
、
以
前
か
ら
こ
う
し
た
状
態
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
か
つ
て
秋
山
地
区
は
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
材
木
と
し

て
出
荷
し
て
い
た
ほ
か
、
良
質
な
麻
を
産
出
す
る
場
所
と
し

て
も
有
名
で
あ
り
、
炭
の
出
荷
量
も
か
な
り
の
も
の
が
あ
っ

た
。
針
葉
樹
で
覆
わ
れ
た
奥
山
は
き
れ
い
に
手
入
れ
が
な
さ

れ
、
よ
り
人
の
暮
ら
し
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
炭
焼
き
が
行
わ

れ
た
り
、
麻
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
山
に
は
常
に
人
の
気
配

が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
ほ
ぼ

毎
日
、
地
区
の
人
び
と
が
山
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ

で
は
野
生
動
物
が
里
に
下
り
て
く
る
こ
と
も
難
し
い
。
稀
に

里
に
下
り
て
こ
よ
う
も
の
な
ら
、
山
の
中
腹
ま
で
追
い
た
て
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そ
し
て
現
在
で
も
農
作
業
の
大
半
は
草
取
り
に
充
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
雑
草
を
生
や
し
た
ま
ま
だ
と

地
主
に
も
周
囲
に
も
迷
惑
が
か
か
る
の
で
︑
草
刈
り
の
作
業
を
最
優
先
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
が
終
わ
っ
た
後
も
︑﹁
時
間
が
あ
っ
た
ら
草
取
り
に
来
て
く
れ
﹂と
言
わ
れ
︑
い
く
つ
か
の
活
動
に
継
続

的
に
関
わ
り
つ
つ
調
査
を
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
都
市
に
お
け
る
農
の
活
動
は
一
見
す
る
と
︑
都
市
に
残
さ
れ

た
希
少
な
自
然
と
関
わ
り
を
持
つ
楽
し
い
機
会
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
実
際
に
は
雑
草

の
旺
盛
な
繁
殖
力
と
の
せ
め
ぎ
合
い
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
手
作
業
で
の
雑
草
駆
除
は
大
変
な
労
苦
を
伴
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
雑
草
が
生
え
る
こ

と
で
︑
多
く
の
人
び
と
が
鍬
や
鎌
で
草
取
り
を
す
る
共
同
性
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
目
を
向
け
さ
せ

ら
れ
た
︒
雑
草
を
刈
る
作
業
の
合
間
の
楽
し
み
や
︑
草
刈
り
の
合
間
に
ヨ
モ
ギ
や
ス
ベ
リ
ヒ
ユ
な
ど
食
べ
ら
れ
る

草
を
見
つ
け
る
楽
し
み
も
あ
る
︒
刈
り
取
っ
た
雑
草
を
畝
に
敷
く﹁
雑
草
マ
ル
チ
﹂︵
後
述
︶の
工
夫
や
︑
肥
料
に
す

る
こ
と
で
雑
草
を
資
源
化
す
る
試
み
も
見
ら
れ
︑
雑
草
が
必
ず
し
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
存
在
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を

考
え
さ
せ
ら
れ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
は
︑
あ
ま
り
に
も
そ
の
苦
労
を
無
視
し
た
見
方
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
何
度
も
農
作
業
に
通
う
う
ち
に
︑
雑
草
が
生
え
る
農
地
は
︑
雑
草
が
伸
び
生
い
茂
る
こ
と

を
食
い
止
め
る
人
び
と
の
働
き
か
け
と
共
同
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
と
自
然
の
関
わ
り
が
生
ま
れ
︑
そ
の
共

同
性
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
課
題
が
顕
在
化
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
と
な
る
こ
と
も
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
雑
草
を
め
ぐ
る
人
と
自
然
の
関
わ
り
は
︑
環
境
社
会
学
に
お
い
て
も
有
機
農
業
運
動
の
文
脈
で
︑
環
境

に
配
慮
し
て
農
薬
を
使
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
除
草
の
負
担
を
め
ぐ
る
生
産
者
と
消
費
者
と
の
関
係
の
問

題
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
て
き
た﹇
舩
戸 2012

﹈︒
こ
れ
に
対
し
て
本
章
で
は
︑
都
市
部
に
お
い
て
非
農
業
者
で
あ
る

1
│	

は
じ
め
に 
│
雑
草
か
ら
見
る
人
と
自
然
の
関
わ
り

　
愛
知
県
名
古
屋
市
近
郊
で
耕
作
放
棄
地
を
農
家
か
ら
借
り
受
け
︑
農
薬
を
使
わ
ず
自
然
環
境
に
配
慮
し
た
農
法

で
耕
作
を
行
っ
て
い
る
市
民
農
業
団
体
へ
の
調
査
を
始
め
た
と
き
の
こ
と
だ
︒
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
お
願
い
を
し
た

の
だ
が
︑
雑
草
を
刈
る
作
業
が
追
い
つ
か
ず
時
間
が
と
れ
な
い
と
い
う
︒
何
と
か
活
動
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ

こ
う
と
︑
足
手
ま
と
い
に
な
る
こ
と
を
顧
み
ず
に
︑
で
き
れ
ば
農
作
業
に
参
加
し
な
が
ら
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
け

な
い
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
︑﹁
そ
れ
な
ら
ば
草
取
り
し
な
が
ら
話
を
し
よ
う
か
﹂と
促
さ
れ
︑
畑
で
鎌
を
持
ち
な
が

ら
お
話
を
伺
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
ど
の
団
体
で
も
伺
っ
た
話
は
共
通
し
て
い
た
︒
活
動
を
始
め
る

に
あ
た
っ
て
︑
雑
草
が
大
繁
殖
し
た
耕
作
放
棄
地
で
の
草
取
り
作
業
に
膨
大
な
時
間
と
労
力
が
費
や
さ
れ
た
こ
と
︑

雑
草
か
ら
見
つ
め
直
す

人
と
自
然
の
関
わ
り

都
市
に
お
け
る
市
民
農
業
の
福
祉
的
展
開

松
宮 

朝
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と
っ
て
切
実
な
の
が
︑
雑
草
を
は
び
こ
ら
せ
て
耕
作
放
棄
と
認
定
さ
れ
る
と
課
税
額
が
著
し
く
増
え
て
し
ま
う
と

い
う
問
題
で
あ
る
︒
不
動
産
価
値
の
下
落
を
防
ぐ
た
め
に
︑
土
地
所
有
者
︑
管
理
者
に
と
っ
て
は
雑
草
に
神
経
を

と
が
ら
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒

　
も
っ
と
も
︑
除
草
剤
を
用
い
て
雑
草
を
根
絶
や
し
に
す
る
こ
と
も
環
境
に
負
荷
を
与
え
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
︑

雑
草
が
生
え
る
ま
ま
に
放
置
す
る
こ
と
も
︑
根
絶
さ
せ
る
こ
と
も
︑
都
市
の
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
と
い
う
ジ
レ
ン

マ
が
生
じ
て
し
ま
う
の
だ
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
極
端
な
二
項
対
立
か
ら
逃
れ
︑
雑
草
を
あ
る
程
度
生
や
し
た

ま
ま
で
栽
培
を
行
っ
た
り
︑
後
に
見
る
よ
う
に
雑
草
の
資
源
と
し
て
の
活
用
を
進
め
た
り
す
る
動
き
は
あ
る
が
︑

都
市
の
緑
の
保
全
の
た
め
に
は
︑
何
ら
か
の
か
た
ち
で
雑
草
の
適
正
な
管
理
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
雑
草
の
管
理
が
要
請
さ
れ
る
都
市
農
地
は
︑
二
〇
一
七
年
の
都
市
緑
地
法
改
正
に
よ
っ
て﹁
緑
地
﹂

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
︑
都
市
の
自
然
環
境
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
保
全
す
る
動
き
が
進
ん

で
い
る
︒
日
本
の
人
口
が
縮
小
局
面
に
入
り
︑
都
市
部
で
大
規
模
な
宅
地
造
成
な
ど
の
開
発
圧
力
が
弱
ま
っ
た
結

果
︑
縮
小
す
る
都
市
空
間
へ
の
対
応
と
し
て
︑
都
市
農
地
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
振
り
返
っ

て
み
る
と
︑
都
市
で
の
生
活
の
中
に﹁
園
芸
﹂﹁
前せ

ん

栽ざ
い

﹂な
ど
で﹁
農
の
内
部
化
﹂を
進
め
る
動
き
は
あ
っ
た﹇
安
室 

2020

﹈︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
近
年
の
都
市
農
業
・
都
市
農
地
へ
の
注
目
は
︑
農
業
体
験
・
理
解
︑
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
︑
環
境
保
全
︑
防
災
な
ど
の
よ
う
に
︑
よ
り
公
共
的
な
期
待
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
︒

　
都
市
農
地
の
政
策
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
見
る
と
︑
二
〇
〇
六
年
の
住
生
活
基
本
計
画
の
全
国
計
画
に
お
い
て
︑

市
街
化
区
域
内
農
地
が﹁
保
全
を
視
野
に
入
れ
﹂る
も
の
と
さ
れ
︑
二
〇
一
五
年
に
制
定
さ
れ
た
都
市
農
業
振
興
基

本
法
で
は
︑
市
街
化
区
域
内
農
地
を﹁
都
市
に
と
っ
て
あ
る
べ
き
農
地
﹂と
す
る
根
本
的
な
転
換
が
図
ら
れ
た
︒
実

市
民
が
実
践
す
る
市
民
農
業
を
事
例
と
し
て
︑
雑
草
の
管
理
を
通
し
て
見
え
て
く
る
人
と
自
然
の
関
わ
り
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
︒

2
│	

都
市
の
緑
地
と
農
地
の
共
同
管
理

　
雑
草
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
が
あ
る
︒
す
べ
て
に
共
通
す
る
の
は
︑
人
の
介
入
が
薄
い
土
地
に
生
え
る﹁
野
草
﹂

と
は
異
な
り
︑
農
地
や
道
路
わ
き
な
ど
人
為
的
に
攪
乱
さ
れ
た
土
地
に
対
応
し
た
植
物
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
生

え
て
く
る
植
物
が
人
間
の
活
動
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
妨
害
す
る
と
き
に
そ
れ
ら
が﹁
雑
草
﹂と
さ
れ
る
と
い
う
よ

う
に
︑
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
点
だ﹇
宮
浦
ほ
か
編 2018

﹈︒
雑
草
は
︑
そ
の
旺
盛
な
生
命
力
か

ら﹁
自
然
﹂と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
人
の
力
を
超
え
て
条
件
が
不
利
な
土
地
で
も
た
く
ま
し
く
生

え
成
長
す
る
力
強
さ
な
ど
の
比
喩
で
用
い
ら
れ
る
の
だ
が
︑
実
際
は
人
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
生
い
茂
る
雑
草
を
自
然
環
境
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
︑
せ
っ
か
く
の
都
市
の
緑
で
あ
り
︑
刈
り
取
っ
て

し
ま
う
こ
と
は
も
っ
た
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
自
然
林
の
よ
う
な
自
然
の
緑
が
少
な
い
都

市
部
で
は
︑
雑
草
も
貴
重
な
緑
で
は
な
い
の
か
︑
と
︒
農
地
の
雑
草
管
理
に
つ
い
て
︑
一
九
六
八
年
に
日
本
で
初

め
て
雑
草
管
理
義
務
を
条
例
で
位
置
づ
け
た
千
葉
県
習
志
野
市
の
よ
う
な
自
治
体
を
除
い
て
︑
土
地
所
有
者
に
法

的
な
義
務
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
で
は
な
ぜ
︑
雑
草
の
管
理
に
追
い
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒

農
産
物
の
生
育
や
景
観
︑
害
虫
発
生
抑
止
な
ど
い
く
つ
か
理
由
は
あ
る
が
︑
と
く
に
都
市
部
の
農
地
所
有
者
に
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知
ら
な
い
海
︒
私
は
し
ば
ら
く
そ
の
言
葉
か
ら
目
を
離
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
須
磨
浦
は
大
阪
湾
と
い
う

変
化
の
著
し
い
都
市
水
域
に
あ
る
︒
須
磨
浦
の
漁
師
は
︑
そ
の
よ
う
な
都
会
の
海
で
漁
師
で
あ
り
続
け
て
き
た
百

戦
錬
磨
の
強
者
だ
︒
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
大
規
模
化
し
た
埋
め
立
て
︑
砂
浜
の
減
少
︑
死
せ
る
海
と
ま
で
呼

ば
れ
た
水
質
汚
濁
︑
人
工
島
の
造
成
︑
国
際
港
湾
化
の
た
め
の
浚

し
ゅ
ん

渫せ
つ

︑
河
川
の
付
け
替
え
や
潮
流
の
変
化
な
ど
︑

積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
人
間
活
動
が
蓄
積
し
︑
相
互
作
用
し
合
い
︑
何
が
明
確
に
変
化
を
も
た
ら
す
要
素
な
の
か

把
握
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
く
な
っ
た
︒
須
磨
の
漁
師
た
ち
は
︑
そ
ん
な
複
雑
で
不
確
実
な
海
に
向
き
合
い
な

が
ら
︑
お
よ
そ
尽
く
せ
る
手
管
を
す
べ
て
尽
く
し
て
︑
漁
師
と
し
て
食
っ
て
き
た
︒

　
そ
の
彼
が
︑
須
磨
の
海
は
知
ら
な
い
海
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
︑
と
言
う
︒
父
親
の
世
代
と
は
別
物
の
海
で

す
わ
︑
魚
も
獲
れ
な
い
し
儲
か
ら
な
く
て
困
り
ま
す
︒
そ
う
言
っ
て
い
て
も
︑
須
磨
の
海
は
ず
っ
と
彼
に
と
っ
て

は
慣
れ
親
し
ん
だ
海
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
気
候
変
動
が
直
近
の
損
傷
と
な
っ
て
や
っ
て
き
た
変
化
は
︑
と
う
と
う

海
の
状
態
に
関
す
る
な
に
か
し
ら
の
閾
値
を
超
え
た
ら
し
い
︒
森
本
さ
ん
に
知
ら
な
い
海
だ
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど

に
︒

　
須
磨
の
漁
師
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
︑
気
候
変
動
は
第
一
次
産
業
に
大
き
な
変
容
を
も
た
ら
し
て
い
る
︒

む
し
ろ
︑
気
候
変
動
が
も
た
ら
し
た
生
態
系
の
レ
ジ
ー
ム
シ
フ
ト)

1
(

と
︑
そ
れ
に
伴
い
現
れ
つ
つ
あ
る
見
知
ら
ぬ
生

き
も
の
た
ち
︑
慣
れ
な
い
季
節
変
容
︑
台
風
や
豪
雨
な
ど
の
新
た
な
災
害
に
ど
の
よ
う
に
適
応
す
る
か
が
︑
第
一

次
産
業
が
直
面
す
る
最
大
の
課
題
と
言
っ
て
も
よ
い
︒

　
森
本
さ
ん
た
ち
の
漁
場
が
あ
る
兵
庫
県
の
瀬
戸
内
海
側
で
は
︑
一
九
六
〇
年
代
に
冬
の
漁
閑
期
対
策
と
し
て
ノ

リ
養
殖
が
始
ま
っ
た
︒
今
で
は
そ
の
生
産
量
の
半
分
以
上
を
ノ
リ
養
殖
が
占
め
て
い
る)

2
(

︵
写
真
６
│
１・６
│
２
︶︒
し
か

1
│	

知
ら
な
い
海
よ
、こ
ん
に
ち
は

　﹁
今
は
も
う
︑
知
ら
な
い
海
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
感
触
も
あ
り
ま
す
︒
海
の
変
化
に
海
洋
生
物
も

人
間
も
つ
い
て
い
け
て
い
な
い
気
が
し
ま
す
﹂︒

　
二
〇
二
三
年
の
春
︑
ノ
リ
の
収
穫
が
一
段
落
し
た
須
磨︵
兵
庫
県
神
戸
市
︶の
海
か
ら
そ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い

た
︒
今
年
の
須
磨
の
ノ
リ
の
出
来
は
ど
う
で
し
た
か
︑
と
い
う
私
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
の
︑
須
磨
浦
漁
友
会
の
森
本

明
さ
ん
か
ら
の
返
信
だ
っ
た
︒
須
磨
は
平
年
並
み
の
出
来
だ
っ
た
け
ど
︑
有
明
の
ノ
リ
の
出
来
が
悪
か
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
︑
結
果
と
し
て
ノ
リ
の
市
場
値
は
よ
か
っ
た
︒
よ
か
っ
た
け
ど
︑
本
当
に
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
る

年
に
な
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
言
葉
に
引
き
続
い
て
の
︑
冒
頭
の
言
葉
だ
っ
た
︒

知
ら
な
い
海
と
共
に
生
き
る

　

福
永
真
弓
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な
変
化
が
明
日
の
生
計
に
関
わ
る
か
ら
だ
︒
今
や
︑
適
応
す
る

た
め
の
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
築
は
世
界
共
通
の
喫
緊
の
課
題

と
な
り
︑
各
国
で
具
体
的
な
施
策
が
社
会
実
験
を
伴
っ
て
模
索

さ
れ
て
い
る
︒
な
か
で
も
海
は
︑
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
を
は
じ
め

と
す
る
炭
素
循
環
に
お
い
て
も
︑
魚
介
類
の
み
な
ら
ず
藻
類

や
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
な
ど
の
未
利
用
資
源
を
使
っ
た
食
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
生
産
に
お
い
て
も
︑
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
な
焦
点
と

な
っ
て
い
る
︒

　
本
章
で
は
︑
知
ら
な
い
海
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
目
の
前
の
海

と
︑
な
ん
と
か
共
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
︑
試
行
錯
誤
す
る
須
磨

浦
の
漁
師
た
ち
の
営
み
に
着
目
す
る
︒
戦
後
の
開
発
や
公
害
に

よ
る
海
の
変
化
に
応
答
し
な
が
ら
生
き
て
き
た
漁
師
た
ち
は
︑

人
間
と
長
ら
く
伴
走
し
て
き
た
生
き
も
の
た
ち
や
︑
生
き
も
の

た
ち
を
育
ん
で
き
た
環
境
全
体
と
の
歴
史
的
関
係
性
を
導
き
の

記
憶
と
し
て
︑
知
ら
な
い
海
を
手
当
て
し
︑
共
に
生
き
ら
れ
る
日
常
の
海
へ
と
育
も
う
と
し
て
い
る
︒
生
き
も
の

た
ち
は
︑
人
間
と
の
関
わ
り
を
含
め
︑
環
境
全
体
と
の
歴
史
的
記
憶
を
そ
の
身
に
刻
む
生
き
る
記
憶
で
あ
り
︑
人

び
と
に
他
の
記
憶
の
想
起
を
促
す﹇
大
塚 2014; 

福
永 2019

﹈︒
漁
師
た
ち
の
営
み
は
︑
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て

も
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
き
た
記
憶
を
め
ぐ
る
議
論
に
新
た
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
︒

し
︑
秋
季
の
海
水
温
の
高
止
ま
り
の
た
め
養
殖
開
始
時
期
は
遅

く
な
り
︑
逆
に
春
季
に
は
水
温
が
早
く
上
が
り
始
め
る
た
め
︑

養
殖
の
終
了
時
期
が
早
ま
っ
て
い
る
︒
ノ
リ
養
殖
に
適
温
で
あ

る
時
期
が
短
く
な
れ
ば
生
産
量
は
お
の
ず
か
ら
落
ち
る
︒
ま
た
︑

刺
し
網
や
釣
り
船
︑
地
引
き
網
な
ど
で
獲
れ
る
魚
種
も
変
化
し

て
い
る
︒
冷
水
性
の
ア
イ
ナ
メ
が
消
え
︑
タ
チ
ウ
オ
や
タ
イ
ワ

ン
ガ
ザ
ミ
な
ど
が
獲
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
以
前
は
迷
い
込
む
程

度
だ
っ
た
暖
海
種
の
魚
が
越
冬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
国
立
環
境
研
究
所
の
気
候
変
動
適
応
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム︵
Ａ
─

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｔ
︶で
は
︑
沿
岸
域
の
生
態
系
の
変
容
が
い
か
な

る
も
の
か
を
科
学
的
に
把
握
し
た
う
え
で
︑
ど
の
よ
う
な
適
応

策
が
あ
る
か
を
模
索
し
て
い
る
︒
ノ
リ
養
殖
の
適
応
策
と
し
て
︑

耐
高
水
温
性
の
種
苗
開
発
︑
短
期
間
で
も
収
益
が
高
く
な
る
ノ

リ
品
種
の
導
入
︑
藻
食
性
魚
類
な
ど
食
害
生
物
の
駆
除
等
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
︑
ノ
リ
と
は
異
な
る
新
し
い
品
種
栽
培
の

導
入
も
提
案
さ
れ
て
い
る)

3
(

︒
気
候
変
動
が
も
た
ら
す
影
響
の
緩

和
よ
り
も
適
応
と
い
う
言
葉
が
第
一
次
産
業
の
現
場
で
よ
り
切

実
性
を
持
つ
の
は
︑
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
環
境
の
具
体
的

写真6─1　須磨浦のノリの養殖棚
撮影：筆者

写真6─2　ノリ網の様子
写真提供：須磨浦漁友会
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被
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
関
東
地
方
に
も
ま
た
た
く
間
に
広
が
っ
た
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
ナ
ラ
枯
れ
の
被
害
に
遭
っ
た
公
園
緑
地
で
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
た
︒
薬
剤
を
樹
幹

に
注
入
し
た
り
︑
カ
シ
ナ
ガ
が
幹
に
入
ら
な
い
よ
う
に
ラ
ッ
プ
を
巻
い
た
り
し
て
み
た
が
︑
被
害
拡
大
の
勢
い
の

前
に
効
果
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
︒
ナ
ラ
枯
れ
防
除
の
た
め
の
人
員
も
予
算
も
限
ら
れ
る
な
か
で
は
︑
枝
が
落
ち
た

り
木
が
倒
れ
た
り
し
た
と
き
に
人
や
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
危
険
性
の
高
い
枯こ

損そ
ん

木ぼ
く

を
優
先
的
に
伐
採
し
︑
そ
れ
以

外
の
被
害
木
は
放
置
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒
過
去
の
例
に
よ
れ
ば
︑
ナ
ラ
枯
れ
は
五
年
程
度
で
ピ
ー
ク
ア
ウ
ト

し
て
い
た
の
で
︑
し
ば
ら
く
は
災
禍
が
過
ぎ
去
る
の
を
待
つ
の
が
賢
明
と
判
断
さ
れ
た
︒

　
ナ
ラ
枯
れ
は
江
戸
時
代
以
前
か
ら
単
発
的
に
発
生
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
︑
集
団
的
な
ナ
ラ
枯
れ
は
二
〇
〇

〇
年
代
以
降
に
顕
著
に
な
っ
た
現
象
で
あ
る﹇
井
田
・
高
橋 2010

﹈︒
こ
の
原
因
を
探
る
と
︑
人
び
と
と
自
然
の
関
わ

り
の
変
化
に
行
き
着
く
︒

　
ナ
ラ
枯
れ
は
︑
雑
木
林
の
主
要
な
構
成
種
で
あ
る
コ
ナ
ラ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
に
多
く
見
ら
れ
︑
と
く
に
老
齢
の
大
径

木
が
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
︒
雑
木
林
が
薪し

ん

炭た
ん

林り
ん

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
頃
は
︑
十
数
年
か
ら
二
〇
年
前
後

の
周
期
で
伐
採
更
新
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
そ
れ
以
上
樹
齢
を
重
ね
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
高
度
成
長
期
に
起

こ
っ
た
燃
料
革
命
以
降
︑
利
用
価
値
が
薄
れ
た
雑
木
林
は
放
置
さ
れ
て
植
生
遷
移
が
進
ん
だ
︒
公
園
緑
地
内
に
残

さ
れ
た
雑
木
林
で
は
︑
景
観
的
な
観
点
か
ら
下
草
や
低
木
が
刈
り
払
わ
れ
た
が
︑
高
木
は
手
を
つ
け
ず
に
保
存
さ

れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
雑
木
林
に
は
樹
齢
五
〇
年
以
上
に
な
る
ナ
ラ
類
の
大
径
木
が
多
く
な
り
︑
ひ
と
た
び
カ
シ
ナ

ガ
が
侵
入
す
る
と
爆
発
的
に
増
殖
し
て
ナ
ラ
枯
れ
が
急
拡
大
す
る
環
境
を
準
備
し
た
の
で
あ
る﹇
森
林
総
合
研
究
所
関

西
支
所 2007; 

黒
田
編 2008

﹈︒

1
│	

な
ぜ
ナ
ラ
枯
れ
被
害
は
拡
大
し
た
の
か

　
二
〇
二
〇
年
代
に
入
り
︑
関
東
地
方
の
里
山
で
ナ
ラ
枯
れ
の
被
害
が
急
速
に
拡
大
し
た
︒
例
年
で
あ
れ
ば
森
林

が
緑
一
色
に
覆
わ
れ
る
夏
に
︑
葉
が
茶
色
く
萎し

お

れ
て
枯
れ
る
木
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
ナ
ラ
枯
れ
は
︑
ナ
ラ
類
や
シ
イ
・
カ
シ
類
の
樹
幹
に
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ︵
通
称
カ
シ
ナ
ガ
︶が
入
り
込
ん
で

病
原
菌︵
ナ
ラ
菌
︶を
感
染
さ
せ
︑
水
を
吸
い
上
げ
る
機
能
を
阻
害
し
て
枯こ

死し

さ
せ
る
伝
染
病
で
あ
る
︒
二
〇
〇
〇

年
代
前
半
に
は
森
林
・
林
業
関
係
者
の
間
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
が
︑
当
時
は
日
本
海
側
に
被
害
が
集
中
し
て
お

り
︑
全
国
的
に
は
二
〇
一
〇
年
頃
か
ら
被
害
量
が
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
︑
い
ず
れ
終
息
に
向
か
う
と
考
え
ら

れ
て
い
た
︒
そ
れ
が
二
〇
一
八
~
一
九
年
に
東
京
・
神
奈
川
で
初
め
て
ナ
ラ
枯
れ
が
確
認
さ
れ
る
と
︑
こ
れ
ま
で

自
然
と
の
関
わ
り
を
通
し
て

「
欲
し
い
地
域
」を
生
み
出
す

里
山
保
全
運
動
が
目
指
し
た
コ
モ
ニ
ン
グ
実
践
の
先
へ

松
村
正
治

 
第

7
章
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こ
の
よ
う
に
︑
人
間
社
会
は
︑
そ
の
と
き
ど
き
の
価
値
観
か
ら
自
然
を
評
価
し
て
︑
改
変
し
た
り
︑
維
持
し
た

り
︑
放
置
し
た
り
し
て
き
た
一
方
で
︑
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
自
然
と
向
き
合
い
︑
自
然
と
の
関
わ
り
方
を
試
行

錯
誤
し
て
き
た
︒
私
た
ち
は
人
間
と
自
然
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
際
︑
そ
う
し
た
歴
史
的
︑
社
会
的
な
文
脈
か

ら
学
ぶ
必
要
が
あ
る
︒
本
章
で
は
︑
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
︑
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
日
本
国
内
で
盛
ん
に

な
っ
た
里
山
保
全
運
動
を
起
点
に
︑
人
び
と
が
地
域
の
自
然
に
ど
の
よ
う
な
価
値
を
見
い
だ
し
︑
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
人
び
と
が
地
域
の
自
然
と
適
切
な
関
係
を
結
ん
で
い
く
た
め
に

は
︑
ど
の
よ
う
な
社
会
で
あ
る
べ
き
か
を
考
え
た
い
︒

2
│	

里
山
保
全
運
動
の
拡
大
と
里
山
の
再
評
価

　
一
九
八
〇
年
代
︑
里
山
保
全
運
動
は
自
然
保
護
運
動
の
新
し
い
か
た
ち
と
し
て
登
場
し
た
︒
こ
の
運
動
は
︑
守

ろ
う
と
す
る
対
象
と
守
る
た
め
の
手
法
の
両
面
で
︑
従
来
の
自
然
保
護
運
動
と
は
異
な
っ
て
い
た
︒

　
一
九
六
〇
年
代
後
半
︑
日
本
で
は
高
度
経
済
成
長
の
歪
み
と
し
て
公
害
や
自
然
破
壊
が
社
会
問
題
と
な
り
︑
七

〇
年
代
に
は
公
害
反
対
や
自
然
保
護
を
目
指
す
運
動
が
広
が
っ
た
︒
そ
の
頃
の
自
然
保
護
運
動
で
は
︑
原
生
自
然

を
そ
の
ま
ま
残
す﹁
保
存
﹂が
望
ま
し
い
と
さ
れ
︑
人
間
の
影
響
を
排
除
し
て
自
然
の
遷
移
に
委
ね
る
べ
き
と
さ
れ

た
︒
当
時
は
︑
原
生
林
や
鎮
守
の
森
を
保
護
す
る
必
要
性
は
理
解
さ
れ
て
も
︑
人
間
と
の
関
わ
り
が
深
い
半
自
然

的
な
里
山
は
守
る
べ
き
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
里
山
は
︑
か
つ
て
薪
炭
林
・
農
用
林
と
し
て
管
理
さ
れ
︑
人
び
と
の
生
活
・
生
業
を
支
え
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑

日
本
で
は
お
よ
そ
昭
和
三
〇
年
代︵
一
九
五
五
~
六
四
年
︶に
︑
燃
料
は
薪
炭
か
ら
化
石
燃
料
へ
︑
肥
料
は
堆
肥
か
ら

化
学
肥
料
へ
と
置
き
換
わ
り
︑
利
用
価
値
を
失
っ
た
里
山
は
管
理
を
放
棄
さ
れ
︑
都
市
近
郊
で
は
急
速
に
開
発
が

進
ん
だ
︒
身
近
な
自
然
で
あ
っ
た
里
山
が
保
護
す
べ
き
対
象
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
こ
う
し
た
質

的
・
量
的
な
変
化
が
顕
著
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒

　
原
生
自
然
の
保
護
運
動
で
は
︑
一
本
の
樹
木
で
も
伐
採
さ
せ
ま
い
と
開
発
行
為
へ
の
規
制
を
訴
え
る
の
が
常
套

手
段
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
里
山
は
人
び
と
が
手
を
入
れ
て
維
持
し
て
き
た
と
こ
ろ
な
の
で
︑
人
間
が
適
切
に
管

理
す
る﹁
保
全
﹂の
た
め
に
は
継
続
的
な
関
わ
り
が
必
要
と
な
る
︒
そ
こ
で
︑
手
入
れ
を
必
要
と
す
る
都
市
近
郊
の

里
山
に
お
い
て
︑
私
有
地
・
公
有
地
を
問
わ
ず
︑
地
権
者
で
は
な
い
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
除
伐
や
草
刈
り
な
ど

の
管
理
作
業
を
行
う
里
山
保
全
運
動
が
始
ま
っ
た
︒

　
こ
の
運
動
の
担
い
手
は
︑
都
市
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
送
る
市
民
が
中
心
で
あ
っ
た
︒
彼︵
女
︶ら
は
︑
近
く

の
里
山
を
守
り
た
い
と
自
ら
の
主
張
を
訴
え
る
ば
か
り
で
は
な
く
︑
実
際
に
保
全
の
た
め
に
身
体
を
動
か
す
こ
と

で
自
然
と
の
関
わ
り
を
深
め
て
い
っ
た
︒
そ
の
過
程
で
︑
自
分
た
ち
の
行
為
に
対
す
る
自
然
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
を
受
け
取
り
︑
ど
の
よ
う
に
管
理
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
考
え
続
け
た
︒
こ
う
し
た
人
と
自
然
︑
人
と
人
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
積
み
重
ね
は
︑
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
や
社
会
を
見
直
す
き
っ
か
け
と
な
り
︑
里
山
保
全

運
動
が
地
域
づ
く
り
の
核
と
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
︒

　
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
は
︑
こ
の
市
民
運
動
を
後
押
し
す
る
よ
う
に
学
術
的
な
観
点
か
ら
も
里
山
に
注
目
が

集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
背
景
に
は
︑
自
然
を
評
価
す
る
う
え
で
植
生
自
然
度
よ
り
も
生
物
多
様
性
が
重
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
生
態
学
史
上
の
変
革
が
あ
っ
た﹇
武
内 1991; W

ilson 1992

=1995; Takacs 1996

=2006

﹈︒
従
来
︑
里
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可
能
に
す
る
ほ
ど
の
攪
乱
は
引
き
起
こ
し
に
く
い
。
麻
機
遊

水
地
で
は
二
〇
〇
五
年
に
は
自
然
再
生
推
進
法
に
よ
る
協
議

会
が
設
置
さ
れ
、
市
民
団
体
に
よ
る
生
物
多
様
性
の
保
全
を

目
的
と
し
た
湿
地
の
耕
起
や
植
生
管
理
の
活
動
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
で
管
理
で
き
る
場
所

は
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
、
全
体
と
し
て
は
植
生
の
均
質
化
が

進
ん
だ
。

　
こ
の
状
況
は
二
〇
一
四
年
頃
か
ら
変
化
し
た
。
河
川
管
理

者（
静
岡
県
）と
麻
機
遊
水
地
に
隣
接
す
る
病
院
や
特
別
支
援

学
校
と
の
協
議
に
よ
り
、「
ベ
ー
テ
ル
麻
機
構
想
」が
提
案
さ

れ
、
自
然
再
生
協
議
会
の
下
部
組
織
と
し
て「
ベ
ー
テ
ル
部

会
」が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
名
称
に
は
、
障
が
い
者
が
中
心

と
な
り
農
業
を
基
盤
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
維
持
し
て
き

た
ド
イ
ツ
の
地
区
で
の
取
り
組
み
に
学
び
、
障
が
い
者
の
自

立
支
援
を
軸
に
、
遊
水
地
の
自
然
を
生
か
し
た
多
様
な
活
動

を
進
め
よ
う
と
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ー
テ
ル

麻
機
構
想
に
基
づ
く
活
動
の
一
環
と
し
て
、
福
祉
水
田
の
整

備
な
ど
の
新
し
い
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
隣
接
す
る
特

別
支
援
学
校
で
は
、「
麻
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と
し
て
、
遊
水

地
の
自
然
調
査・観
察
、
遊
水
地
の
植
物
を
活
用
し
た
紙
づ

く
り
な
ど
、
自
然
環
境
の
特
性
を
生
か
し
た
多
彩
な
教
育
活

動
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
自
然
と
触
れ
合
う
体
験
や
野
生
の
動

植
物
の
活
用
は
重
視
し
て
い
る
も
の
の
、
生
物
多
様
性
の
保

全
を
主
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
保
全
生
態
学
の

研
究
者
で
あ
る
筆
者
も
、
こ
れ
ら
の
活
動
で
は
生
物
多
様
性

保
全
の
た
め
の
取
り
組
み
を
積
極
的
に
は
提
案
せ
ず
、
教

育
、
福
祉
、
健
康
、
公
園
利
用
を
主
目
的
と
し
た
活
動
に
参

加
し
、
副
次
的
に
生
物
多
様
性
保
全
に
も
貢
献
で
き
る
活
動

に
し
て
い
く
た
め
の
工
夫
を
提
案・実
践
す
る
に
と
ど
め
て

い
る
。
保
全
が
主
目
的
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
祉

水
田
に
お
い
て
絶
滅
危
惧
種
で
あ
る
複
数
の
車
軸
藻
類
が
出

現
し
、
ミ
ズ
ア
オ
イ
や
タ
コ
ノ
ア
シ
も
生
育
す
る
な
ど
、
結

果
的
に
生
物
多
様
性
保
全
に
資
す
る
場
の
維
持
が
実
現
し
た

﹇Nishihiro et al. 2022

﹈。
ま
た
植
物
を
工
芸
素
材
と
し
て

利
用
し
て
い
る
場
所
で
も
、
何
も
し
な
い
場
所
よ
り
も
多
様

な
種
が
生
育
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
保
全
を
主
目
的
と

し
な
い
活
動
の「
結
果
と
し
て
の
生
物
多
様
性
保
全
」が
実
現

し
て
い
る
。

　
近
年
、生
物
多
様
性
保
全
の
方
策
と
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｍ（Other 

Effective area-based Conservation M
easures

）の
活

用
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｍ
は
、「
既
存
の
自
然
保

　
麻あ
さ
機ば
た
遊
水
地
は
、
静
岡
市
を
流
れ
る
巴
と
も
え
川が
わ
に
設
け
ら
れ

た
遊
水
地
で
あ
る
。
平
常
時
は
河
川
と
隣
接
す
る
広
大
な

「
空
き
地
」だ
が
、
洪
水
で
河
川
の
水
位
が
上
昇
し
た
際
は
、

河
川
と
の
間
の
堤
防（
越
流
堤
）を
越
え
て
流
れ
込
ん
だ
水
を

貯
留
し
、
下
流
域
の
水
害
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
。
麻
機
遊
水

地
が
あ
る
地
域
は
地
形
的
に
は
沼
地
で
あ
り
、
か
つ
て
は
湿

田
で
の
稲
作
や
漁
撈
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
一
九

六
〇
年
代
か
ら
は
大
規
模
な
圃ほ
じ
ょ
う場
整
備
事
業
が
実
施
さ
れ
、

乾
田
化
が
進
行
し
た
。
し
か
し
、
一
九
七
四
年
に
発
生
し
た

豪
雨
を
き
っ
か
け
に
巴
川
が
総
合
治
水
河
川
に
指
定
さ
れ
、

治
水
事
業
の
一
環
と
し
て
、
河
川
周
辺
の
水
田
が
遊
水
地
へ

と
転
換
さ
れ
た
。

　
麻
機
遊
水
地
は
、
オ
ニ
バ
ス
や
ミ
ズ
ア
オ
イ
な
ど
、
氾
濫

原
を
生
育・生
息
場
所
と
す
る
動
植
物
が
き
わ
め
て
豊
か
で

あ
る
。
こ
れ
ら
氾
濫
原
の
生
物
多
様
性
の
維
持
に
は
、
大
型

の
植
物
を
除
去
し
た
り
、
土
壌
を
掘
り
起
こ
し
た
り
す
る
よ

う
な
攪
乱
の
発
生
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
攪
乱
を
引

き
起
こ
す
営
力
は
、
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た
。
麻
機

遊
水
地
で
は
、
圃
場
整
備
以
前
は
洪
水
と
耕
作
に
よ
る
適
度

な
攪
乱
に
よ
り
多
様
な
動
植
物
相
が
維
持
さ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
圃
場
整
備
が
行
わ
れ
て
か
ら
は
、
乾
田
化

や
農
薬
に
よ
り
こ
れ
ら
の
生
物
の
生
育・生
息
環
境
は
大
幅

に
損
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
遊
水
地
化
の
工
事
に
伴
う
土
木

工
事
が
適
度
な
攪
乱
と
な
り
、
氾
濫
原
の
生
物
多
様
性
が
再

生
し
た
。
し
か
し
遊
水
地
が
完
成
し
て
か
ら
の
時
間
経
過
に

伴
い
、
攪
乱
の
頻
度・強
度
が
低
下
し
、
植
生
の
均
質
化
が

進
み
、
氾
濫
原
の
動
植
物
の
生
息・生
育
場
所
は
減
少
し
た
。

　
遊
水
地
に
は
洪
水
時
に
河
川
の
水
が
流
れ
込
む
も
の
の
、

遊
水
地
と
河
川
の
間
に
設
け
ら
れ
た
堤
防（
越
流
堤
）を
越
え

て
流
入
す
る
水
は
流
速
が
弱
く
、
氾
濫
原
の
生
物
の
存
続
を

コ
ラ
ム
B

自
然
再
生
と
福
祉
を
つ
な
ぐ 

│
麻
機
遊
水
地
で
の
取
り
組
み

◆
西
廣 

淳
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新
た
な
森
林
利
用
と
は
何
か

　
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、「
新
た
な
森
林
利
用
」と
は
、

従
来
か
ら
そ
の
周
囲
に
暮
ら
し
て
き
た「
土
地
所
有
者・生
活

者
」に「
依
存
し
な
い
」森
林
利
用
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
外
部

者
が
森
林
に
対
し
て
抱
く
価
値
が
、
土
地
所
有
者・生
活
者

を
巻
き
込
む
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
る
森
林
利
用
で
あ
る
。

　
森
林
と
い
う
資
源
は
、
そ
の
育
成
と
木
材
の
収
穫
に
長
期

を
要
す
る
た
め
、
地
域
に
根
を
下
ろ
し
た
土
地
所
有
者・生

活
者
ら
が
腰
を
据
え
て
経
営
す
る
の
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
て

き
た﹇
島
田 1953 

ほ
か
﹈。
そ
の
反
面
、
森
林
ほ
ど
、
場
合

に
よ
っ
て
は
相
反
す
る
多
様
な
価
値
を
付
与
さ
れ
、
し
か
も

外
部
者
の
価
値
に
引
き
ず
ら
れ
る
か
た
ち
で
変
移
し
て
き
た

資
源
も
な
い
。
そ
も
そ
も
日
本
各
地
で
、
森
林
か
ら
の
継
続

的
な
木
材
生
産
を
目
的
に
、
生
活
者
ら
を
担
い
手
と
し
た
人

工
林
造
成
に
よ
る
林
業
経
営
が
確
立
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
、

都
市
建
設
に
伴
う
木
材
需
要
増
の
影
響
が
農
山
村
地
域
に
及

ん
だ
た
め
で
あ
っ
た﹇
加
藤 2007; 

斎
藤 2014

﹈。
一
九
六
〇

年
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
は
、
地
域
の
人
び
と
に
よ
る
薪
炭

生
産
と
い
う
森
林
へ
の
価
値
を
喪
失
さ
せ
た
。
二
〇
世
紀
後

半
に
か
け
て
は
、
貴
重
な
景
観
や
生
態
系
の
揺
籃
と
し
て
の

森
林
の
役
割
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
注
目
が
集
ま
っ
た
。
そ
の

結
果
、
保
護
区
の
設
定
に
よ
っ
て
、
地
域
の
生
活
者
に
よ
る

従
来
の
森
林
利
用
が
圧
殺
さ
れ
る
事
態
も
世
界
各
地
で
生
じ

て
き
た﹇
佐
藤 2002

﹈。
そ
し
て
、
二
〇
〇
七
年
の
日
本
の

内
閣
府「
森
林
と
生
活
に
関
す
る
世
論
調
査
」で
は
、
森
林
に

期
待
す
る
機
能
と
し
て
、
二
酸
化
炭
素
を
吸
収・固
定
す
る

こ
と
で
、
地
球
温
暖
化
防
止
に
貢
献
す
る
と
い
う
回
答
が

ト
ッ
プ
と
な
っ
た﹇
石
崎 2016

﹈。
こ
の
価
値
づ
け
は
、
一

九
九
七
年
末
の
国
際
交
渉（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
３
）に
基
づ
く
京
都
議
定

書
に
て
、
森
林
が
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
源
と
し
て
認
め
ら
れ

た
時
点
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
は
、
炭
素

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
よ
う
な
実
際
の
森
林
経
営
に
反
映
す
る
仕
組

み
は
も
と
よ
り
、
世
論
調
査
で
の
項
目
す
ら
存
在
せ
ず
、
地

域
の
土
地
所
有
者・生
活
者
は
お
ろ
か
、
専
門
の
研
究
者
に

も
ま
っ
た
く
そ
の
価
値
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
人
間
社
会
と
森
林
と
の
関
係
は
、
そ
の
と

き
ど
き
の「
新
た
な
森
林
利
用
」を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
変
遷

し
て
き
た
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
今
日
に
お
い
て
も
、
こ
う

し
た
外
部
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
を
反
映
し
た
新
た
な
森
林

利
用
が
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
生
み
出
さ
れ
、
各
地
で
展
開
し

つ
つ
あ
る
。

地
域
・
資
源
再
生
の 

新
た
な
担
い
手
と
な
る
来
訪
者

　
こ
う
し
た
な
か
で
、
近
年
の
世
界
各
地
で
は
、
森
林
を
含

め
た
資
源
の
利
用
を
通
じ
、
地
域
社
会
を
持
続
的
に
運
営
し

て
い
く
新
た
な
枠
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
日

本
で
は
、
都
市
化・工
業
化
を
前
提
と
し
た
急
速
な
経
済
発

展
の
結
果
、
過
疎・高
齢
化
や
林
業
の
低
迷
が
農
山
村
地
域

を
直
撃
し
、
今
日
、
土
地
所
有
者・生
活
者
の
み
で
は
、
も

は
や
地
域
の
再
生
や
森
林
の
適
切
な
整
備
を
担
い
き
れ
な
い

状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
下
で
、
地
域・資
源
再

生
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
に
は
、
新
た
な
森
林
利
用
を
志
向

す
る
外
部
者
の
価
値
と
、
従
来
か
ら
森
林
と
向
き
合
っ
て
き

た
土
地
所
有
者・生
活
者
の
価
値
が
、
地
域
と
い
う
空
間
枠

の
中
で
共
存
共
栄
し
て
い
く
術
を
見
い
だ
す
こ
と
が
重
要
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
そ
う
簡
単
に
は
行
か
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
を
め
ぐ
る
異
な
る
価
値
は
、
そ
れ
を

認
識
す
る
主
体
間
の
出
会
い
頭が
し
らの
軋
轢
や
対
立
を
、
半
ば

不
可
避
的
に
生
み
出
す
か
ら
だ﹇M

anning 2011; 

宮
内
編 

2013; 

平
野 2016 

ほ
か
﹈。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
軋
轢・対
立
を
乗

り
越
え
、
新
た
な
森
林
利
用
を
組
み
込
ん
で
の
地
域・資
源

再
生
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
楽
し
み
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
、
新
た
に
森
林
を
利
用
し

た
い
と
い
う
価
値
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
外
部
か
ら
の
来
訪

者
が
、
従
来
の
森
林
利
用
者
の
価
値
と
の
対
立
を
乗
り
越
え

て
き
た
事
例
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
や
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
は
、
森

林
や
山
道
を「
走
る
」ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
、
こ
こ
数
十
年
に

コ
ラ
ム
C

地
域
・
資
源
再
生
を
担
う
新
た
な
森
林
利
用◆

平
野
悠
一
郎
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1
│	

食
の
風
景 
│
グ
ロ
ー
バ
ル
な
食
料
シ
ス
テ
ム
と
環
境
負
荷

　
国
際
的
に
取
引
さ
れ
る
食
料
の
総
量
は
︑
一
九
九
五
年
か
ら
の
三
〇
年
近
く
で
重
量
に
し
て
倍
増
し
た
︒
取
引

の
三
分
の
一
は
︑
加
工
と
再
輸
出
の
た
め
に
少
な
く
と
も
二
度
国
境
を
ま
た
ぐ﹇FAO

 2022

﹈︒
そ
の
た
め
に
自
国

の
食
料
需
給
の
み
な
ら
ず
国
際
的
な
需
要
に
よ
っ
て
も
土
地
利
用
が
変
わ
り
︑
ま
た
自
然
環
境
が
破
壊
さ
れ
る
︒

例
え
ば
︑
ト
ル
コ
の
ブ
レ
ッ
ド
バ
ス
ケ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
中
央
ア
ナ
ト
リ
ア
は
︑
小
麦
の
一
大
産
地
だ
が
︑
灌

漑
に
よ
る
過
剰
な
地
下
水
の
汲
み
上
げ
に
よ
り
︑
巨
大
な
穴︵sink hall

︶が
一
夜
に
し
て
出
現
す
る﹇
久
米
・
ア
ク
チ
ャ 

2018

﹈︵
写
真
８
│
１
︶︒
ト
ル
コ
産
小
麦
の
最
大
の
輸
出
相
手
は
イ
タ
リ
ア
で
あ
る
︒
デ
ュ
ラ
ム
小
麦
の
イ
タ
リ
ア
産

パ
ス
タ
は
︑
実
は
枯
渇
寸
前
の
地
下
水
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
も
の
で
︑
そ
れ
を
私
た
ち
は
日
本
で
食
べ
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
そ
の
場
所
の
食
生
産
風
景︵
土
地
利
用
や
生
産
風
景
︶の
背
後
に
は
︑
国
際
的
な
フ
ー
ド
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー

ン
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
価
値
判
断
が
あ
る
︒

　
輸
出
目
的
の
た
め
に
そ
の
国
の
農
業
景
観
と
自
然
環
境
を
大
規
模
に
改
変
し
て
き
た
歴
史
と
し
て
︑
単
一
品

種︵
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
︶を
大
規
模
に
栽
培
す
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
る
︒
始
ま
り
は
植
民
地
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
支
配
す
る
地

域
に
お
い
て
︑
主
に
熱
帯
性
の
植
物︵
コ
ー
ヒ
ー
︑
紅
茶
︑
カ
カ
オ
︑
サ
ト

ウ
キ
ビ
︶な
ど
で
始
ま
っ
た
︒
カ
リ
ブ
で
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
生
産
の
拡
大

に
よ
り
︑
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
は
労
働
者
が
十
分
な
カ
ロ
リ
ー
を
摂
取

す
る
こ
と
が
で
き
た
お
か
げ
で
産
業
革
命
が
興
せ
た
り
︑
ま
た
気
候

的
に
カ
カ
オ
の
生
産
が
で
き
な
い
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
メ
ー
カ
ー
が
集
中
し
て
い
た
り
す
る
理
由
だ
︒
輸
出
目
的
で

単
一
品
種
を
生
産
す
る
や
り
方
は
︑
現
代
で
も
続
い
て
い
る
︒
東

南
ア
ジ
ア
や
南
米
に
お
け
る
熱
帯
性
の
エ
ビ︵
ブ
ラ
ッ
ク
タ
イ
ガ
ー
や
バ

ナ
メ
イ
︶養
殖
に
よ
る
土
地
利
用
の
変
化
や
︑
食
用
油
の
中
で
も
そ
の

生
産
性
と
加
工
汎
用
性
の
高
さ
か
ら
需
要
が
高
い
パ
ー
ム
オ
イ
ル
の

原
料
と
し
て
︑
一
九
八
〇
年
代
か
ら
急
速
に
そ
の
栽
培
面
積
を
伸
ば

し
て
い
る
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
な
ど
で
あ
る︵
写
真
８
│
２
︶︒

グロ
ーバラ
イ
ゼ
ーション
と
食
の
風
景

食
流
通
が
か
た
ち
づ
く
る
地
域
の
風
景

大
元
鈴
子
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界
規
模
の
食
料
生
産
・
供
給
が
主
流
と
な
っ
た
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
近
年
︑
よ
り
顕
著
に
な
っ
た
気
候
変
動
に

よ
る
不
作
や
耕
作
適
地
の
移
動
︑
ま
た
感
染
症
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
や
世
界
各
地
で
頻
発
す
る
戦
争
に
よ
る
需
要
と

供
給
の
乱
れ
が
︑
こ
の
食
料
生
産
・
供
給
体
制
の
脆
弱

性
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
二
〇
二
〇
年
に
起

こ
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
蔓
延

は
︑
世
界
に
食
料
を
供
給
す
る
最
も
効
率
的
な
シ
ス
テ

ム
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
大
企
業
に
よ
る
工
業
的
な
食
料

生
産
・
供
給
体
制
が
簡
単
に
途
絶
し
︑
一
方
で
産
地
で

は
生
産
物
が
廃
棄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
世
界
中

で
浮
き
彫
り
に
し
た
︒
フ
ー
ド
レ
ジ
ー
ム
論
の
議
論
に

お
い
て
も
︑
少
数
の
多
国
籍
企
業
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
現
レ
ジ
ー
ム
が
︑
ま
さ
に
今
︑
多
様
性
や
公
平
性
を

重
視
す
る
次
の
レ
ジ
ー
ム
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
試
行
錯

誤
の
時
期
に
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る﹇Friedm

ann and 

M
cM

ichael 1989; Friedm
ann 1993

﹈︒
環
境
︑
貧
困
︑
健

康
被
害
︑
画
一
化
さ
れ
た
食
文
化
な
ど
の
課
題
に
問
題

　
過
去
一
〇
〇
年
で
大
き
く
変
化
し
た
世
界
の
食
料
生
産
・

供
給
体
制
の
変
遷
を
︑
ガ
バ
ナ
ン
ス
︑
国
際
分
業
︑
資
本
蓄

積
な
ど
か
ら
説
明
す
る
方
法
と
し
て﹁
フ
ー
ド
レ
ジ
ー
ム
論
﹂

﹇Friedm
ann and M

cM
ichael 1989

﹈が
あ
る︵
図
８
│

１
︶︒﹁
第
一
次

フ
ー
ド
レ
ジ
ー
ム
﹂は
一
八
七
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年
の
期
間

で
︑
第
一
次
世
界
大
戦
が
起
こ
る
ま
で
と
さ
れ
る
︒
植
民
地
か

ら
宗
主
国
へ
と
送
ら
れ
る
食
料
で
説
明
さ
れ
︑
先
述
し
た
砂
糖

と
産
業
革
命
は
こ
の
レ
ジ
ー
ム
下
で
の
話
で
あ
る
︒
第
二
次
世

界
大
戦
を
挟
ん
で﹁
第
二
次
フ
ー
ド
レ
ジ
ー
ム
﹂は
一
九
四
七
年

か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま
で
を
指
し
︑
資
本
主
義
に
よ
る
農
業
の

近
代
化
や
ア
メ
リ
カ
の
地
政
学
的
台
頭
を
基
盤
に
国
際
経
済
が

組
織
化
し
た
︒
こ
の
レ
ジ
ー
ム
は
︑
一
九
七
三
~
七
四
年
の
食

料
危
機︵
世
界
同
時
不
作
︶に
よ
り
終
わ
り
︑
補
助
金
に
よ
っ
て
大

量
に
生
産
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
安
い
穀
類
に
頼
っ
て
い
た
開
発
途
上
国
は
深
刻
な
食
料
不
足
に
陥
っ
た
︒
い

ず
れ
の
レ
ジ
ー
ム
も
世
界
中
で
食
供
給
が
影
響
を
受
け
た
出
来
事
を
契
機
に
し
て
終
焉
し
て
い
る
︒﹁
第
三
次

フ
ー
ド
レ
ジ
ー
ム
﹂は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
現
代
ま
で
続
く
と
さ
れ
︑
大
規
模
で
効
率
的
な
農
業
を
基
盤
に
︑
多

国
籍
企
業
に
よ
る
世
界
的
な
食
料
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
伴
っ
て
国
家
の
利
権
が
衰
退
し
︑
国

家
間
で
構
築
さ
れ
て
い
た
世
界
的
食
料
生
産
の
分
業
が
多
国
籍
企
業
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
︑
企
業
主
導
に
よ
る
世

図8─1　フードレジーム論による世界の食料生産体制の変化
出所：Friedmann and McMichael ［1989］をもとに筆者作成．

写真8─2　インドネシアのスマトラ島でも拡大する
アブラヤシのプランテーション
写真提供：Rio Ardi

•1870年から1914年の期間（第1次世界大戦が起こるまで）
•植民地と宗主国間の食料関係

•第2次世界大戦を挟んで，1947年から1970年代まで
•資本主義による農業の近代化，アメリカの地政学的台頭

•1980年代から現在まで
•多国籍企業による世界的な食料システムの構築

•第3次レジームに反対の動きが大きくなってきている
 （環境，貧困，健康被害，画一化された食文化に問題意識）

第1次

第2次

第3次

第4次
？
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1
│	

規
制
緩
和
す
る
自
然 

│
ゲ
ノ
ム
編
集
の「
自
然
さ
」

私
た
ち
が
行
う
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
は﹁
欠
失
型
﹂︒
狙
っ
た
遺
伝
子
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

そ
の
機
能
を
失
わ
せ
る
手
法
を
と
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
手
法
は
外
来
遺
伝
子
を
導
入
し
な
い
た
め
︑
生
ま
れ

た
品
種
は
本
来
自
然
界
に
生
ま
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

品
種
と
言
え
る
の
で
す
︒︵
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
フ
ィ
ッ
シ
ュ
株
式
会
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
)
1
(

︑
傍
点
引
用
者
︶

　
ゲ
ノ
ム
編
集
さ
れ
た
生
物
が
市
場
に
流
通
し
始
め
て
い
る
︒
血
圧
を
下
げ
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
Ｇギ

ャ

バ

Ａ
Ｂ
Ａ

︵
ガ
ン
マ
ア
ミ
ノ
酪
酸
︶を
多
く
含
ん
だ
ト
マ
ト
︑
可
食
部
を
増
量
し
た
肉
厚
マ
ダ
イ
︑
成
長
の
早
い
ト
ラ
フ
グ
と
ヒ

ラ
メ
が
農
水
省
と
厚
労
省
に
届
出
さ
れ
た
︒
開
発
者
は
大
学
か
ら
発
し
た
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は

遺
伝
子
工
学
を
用
い
な
が
ら
も
︑
導
入
し
た
変
異
は
自
然
界
で
起
こ
る
突
然
変
異
と
区
別
で
き
な
い
と
さ
れ
︑
遺

伝
子
組
み
換
え
生
物︵
Ｇ
Ｍ
Ｏ
︶の
審
査
や
表
示
を
免
除
さ
れ
た
︒

　
こ
の
方
針
は
︑
環
境
省
の
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
専
門
委
員
会
の
下
に
設
け
ら
れ
た﹁
カ
ル
タ
ヘ
ナ
法
に
お
け

る
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
等
検
討
会
﹂︵
以
下
︑
ゲ
ノ
ム
編
集
検
討
会
︶で
の
二
回
の
議
論
に
よ
っ
て
二
〇
一
八
年
に
出
さ
れ

た
通
知
に
由
来
す
る
︒
カ
ル
タ
ヘ
ナ
法
と
は
︑
生
物
多
様
性
条
約
の
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ

議
定
書
に
対
応
す
る
国
内
法
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
ゲ
ノ
ム
編
集
検
討
会
で
の
議
論
の
焦
点
の
一
つ
が
︑
ゲ
ノ
ム

編
集
の﹁
自
然
さ
﹂で
あ
っ
た﹇O

tsuka 2021; 

大
塚 2023: 24‒36

﹈︒

　
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
商
業
化
さ
れ
た
Ｇ
Ｍ
Ｏ
は
︑
安
全
性
や
環
境
へ
の
影
響
の
不
安
か
ら
審
査
や
表
示
が
義

務
化
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑﹁
Ｇ
Ｍ
Ｏ
は
不
自
然
﹂だ
と
い
う
当
時
の
消
費
者
運
動
は
︑
開
発
企
業
や
規
制
官
庁
の
専

門
家
か
ら﹁
非
科
学
的
な
感
情
論
﹂で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
︒
そ
れ
を
反
批
判
す
る
科
学
社
会
学
者
も
ま
た
︑﹁
不

自
然
﹂と
は
専
門
家
へ
の
不
信
感
を
表
す
も
の
だ
と
し
て
︑
論
点
を﹁
自
然
﹂か
ら
遠
ざ
け
た﹇M

arris 2001

﹈︒
日
本

の
批
判
的
な
消
費
者
運
動
も
︑
倫
理
的
な
批
判
は
表
に
出
さ
ず
︑
消
費
者
の
選
択
の
自
由
を
守
る
た
め
の
表
示
制

度
に
焦
点
を
絞
っ
た
︒
そ
れ
が
現
在
は
︑
専
門
家
の
側
が﹁
自
然
さ
﹂を
理
由
に
ゲ
ノ
ム
編
集
を
規
制
緩
和
す
る
︒

　
こ
の
二
〇
年
の
間
︑
分
子
生
物
学
や
植
物
育
種
学
の
専
門
家
は
︑
よ
り﹁
自
然
﹂な
︑
例
え
ば
他
種
の
遺
伝
子
を

含
ま
な
い
遺
伝
子
操
作
を
模
索
し
て
き
た﹇N

ielsen 2003

﹈︒
ゲ
ノ
ム
編
集
も
そ
の
一
つ
で
あ
る)

2
(

︒
特
定
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

配
列
を
切
断
し
︑
細
胞
の
修
復
エ
ラ
ー
を
引
き
起
こ
す
タ
イ
プ
の
ゲ
ノ
ム
編
集
を
︑
専
門
家
は
Ｓ
Ｄ
Ｎ
│

１
と
呼

び
︑
マ
ダ
イ
を
開
発
し
た
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
は﹁
欠
失
型
ゲ
ノ
ム
編
集
﹂と
呼
ぶ
︒
ゲ
ノ
ム
編
集
ツ
ー
ル
は
︑
標
的

つ
く
ら
れ
る
自
然

ゲ
ノ
ム
編
集
の「
自
然
さ
」か
ら
考
え
る

大
塚
善
樹
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海
外
で
つ
く
ら
れ
た
ゲ
ノ
ム
編
集
体
が
本
当
に
ゲ
ノ
ム
編
集
法
を
使
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
の
が
わ
か
ら
な

い
可
能
性
も
あ
る
な
か
で
︑
単
に
プ
ロ
セ
ス
レ
ベ
ル
で
規
制
を
国
内
だ
け
で
か
け
て
い
く
の
が
本
当
に
い
い

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
科
学
的
な
観
点
か
ら
冷
静
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い

ま
す
︒﹇
環
境
省︵
ゲ
ノ
ム
編
集
検
討
会
︶ 2018

﹈

　
規
制
が
な
い
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
農
産
物
が
ゲ
ノ
ム
編
集
由
来
か
ど
う
か
調
べ
る
方
法
が
な
い︵
自
然
に
起
き

た
変
異
と
区
別
で
き
な
い
︶状
況
下
で
︑
国
内
で
行
政
に
届
出
さ
れ
た
ゲ
ノ
ム
編
集
の
み
を
規
制
す
る
と
︑
国
内
の
開

発
者
が
不
利
に
な
る
と
い
う
懸
念
で
あ
る
︒
こ
れ
が﹁
科
学
的
な
観
点
﹂か
ど
う
か
は
と
も
か
く
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
市

場
で
の
技
術
開
発
競
争
が
︑
国
家
が
ゲ
ノ
ム
編
集
生
物
に﹁
自
然
さ
﹂を
付
与
す
る
こ
と
の
背
景
に
あ
る
︒
科
学
技

術
に
よ
っ
て
国
家
の
経
済
競
争
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
政
治
的
な
力
を
テ
ク
ノ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
本
章
の
タ
イ
ト
ル
は﹁
つ
く
ら
れ
る
自
然
﹂で
あ
る
︒﹁
つ
く
ら
れ
る
﹂は
技
術︵
あ
る
い
は
人
為
︶の
介
在
を
意
味
す

る
の
で﹁
つ
く
ら
れ
る
自
然
﹂は
矛
盾
し
た
表
現
だ
ろ
う
か
？
　
そ
う
で
は
な
い
︑
私
た
ち
が
考
え
る﹁
自
然
﹂は

モ
ノ
と
人
間
の
関
係
か
ら﹁
つ
く
ら
れ
る
﹂と
い
う
の
が
こ
の
章
の
前
提
で
あ
る
︒
こ
こ
で
モ
ノ︵nonhum

an

︶と
は

人
間
以
外
の
す
べ
て
の
存
在
で
あ
り
︑
自
然
物
も
人
工
物
も
想
像
上
の
も
の
も
含
ま
れ
る
︒
本
章
で
取
り
上
げ
る

の
は
︑
遺
伝
子
組
み
換
え
か
ら
ゲ
ノ
ム
編
集
へ
と
進
ん
で
き
た
農
業
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
︒
現
在
ま
で

の
農
業
用
動
植
物
と
人
間
の
関
係
史
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
自
然
／
技
術
の
境
界
は
常
に
変
動
し
て
き
た
が
︑
近
代

育
種
以
降
は
技
術
の
進
展
と
裏
腹
に
︑
制
度
的
に﹁
自
然
﹂と
さ
れ
る
領
域
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

と
な
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
を
見
つ
け
る
ガ
イ
ド
分
子
と
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
を
切
断
す
る
酵
素
か
ら
成
る
︒
最
も
有
名
な

も
の
が
︑﹁
ク
リ
ス
パ
ー
・
キ
ャ
ス
９
﹂と
呼
ば
れ
る
編
集
ツ
ー
ル
で
あ
る
︒
ク
リ
ス
パ
ー
・
キ
ャ
ス
９
は
狙
っ
た
Ｄ

Ｎ
Ａ
配
列
を
切
断
す
る
が
︑
そ
れ
が
細
胞
内
の
酵
素
に
よ
っ
て﹁
自
然
﹂に
修
復
さ
れ
︑
多
様
な
変
異
が
生
じ
た
り

生
じ
な
か
っ
た
り
す
る
︒
研
究
者
は
そ
の
中
か
ら
都
合
の
良
い
変
異
体
を
選
択
す
る
に
す
ぎ
な
い
︒

　
植
物
で
は
ゲ
ノ
ム
に
編
集
ツ
ー
ル
の
遺
伝
子
カ
セ
ッ
ト
を
組
み
込
む
場
合
が
多
い
が
︑
戻
し
交
配
を
繰
り
返
し

て
カ
セ
ッ
ト
の
な
い
植
物
を
選
抜
す
る
こ
と
が
で
き
る)

3
(

︒
魚
を
含
む
動
物
で
は
︑
遺
伝
子
カ
セ
ッ
ト
で
は
な
く
編

集
ツ
ー
ル
そ
の
も
の
︑
つ
ま
り
ガ
イ
ド
分
子
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
切
断
す
る
酵
素
を
受
精
卵
に
注
入
す
る
の
で
︑
時
間
と

と
も
に
そ
れ
ら
は
分
解
さ
れ
る
︒
い
ず
れ
の
場
合
で
も
︑
ゲ
ノ
ム
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
を
改
変
し
た
痕
跡
は
残
ら
な
い
︒

認
識
対
象
に
人
間
を
含
め
な
い
近
代
科
学
は
︑
誰
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
っ
た
か︵
歴
史
︶よ
り
も
モ
ノ
が
ど
う
で
あ

る
か︵
性
質
︶を
重
視
す
る
︒

　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
環
境
倫
理
学
者
へ
レ
ナ
・
シ
ー
ピ
に
よ
る
と
︑
自
然
さ
は
曖
昧
で
多
様
な
概
念
で
︑
大
き
く

分
け
て
も
歴
史
︑
性
質
︑
関
係
に
よ
る
理
由
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る﹇Siipi 2008

﹈︒
歴
史
と
し
て
の
自
然
さ
の
概

念
で
は
︑
過
去
に
ど
の
よ
う
な
人
為
的
な
作
用
が
影
響
し
た
か
に
よ
っ
て
︑
あ
る
出
来
事
の
自
然
さ
は
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
を
伴
い
つ
つ
変
化
す
る
︒
性
質
に
依
拠
す
る
自
然
さ
の
概
念
は
︑
そ
の
変
化
す
る
過
程
の
一
場
面
を
切
り

取
っ
た
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
の
見
方
で
は
︑
誰
が
ど
ん
な
技
術
で
つ
く
ろ
う
と
︑
性
質
上
︑
自

然
界
の
も
の
と
区
別
で
き
な
け
れ
ば﹁
自
然
﹂と
す
る
の
だ
が
︑
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
事
情
が

あ
る
︒
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1
│	

は
じ
め
に

　
二
一
世
紀
も
四
半
期
を
迎
え
︑
気
候
変
動
や
生
物
多
様
性
の
減
少
に
代
表
さ
れ
る
地
球
規
模
の
環
境
危
機
が
か

つ
て
な
い
速
度
で
深
刻
化
す
る
の
に
伴
っ
て
︑
人
間
と
自
然
の
関
係
も
根
本
か
ら
問
い
直
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒

な
か
で
も
近
年
︑
二
つ
の
言
説
が
世
界
中
の
多
く
の
人
び
と
に
も
っ
と
も
ら
し
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
一
つ

は﹁
人
新
世︵A

nthropocene

︶﹂︑
も
う
一
つ
は﹁
資
本
新
世︵C

apitalocene

︶﹂と
い
う
︑
い
ず
れ
も
地
球
が
新
た
な
時

代
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
言
説
で
あ
る
︒
人
新
世
論
は
︑
地
球
の
歴
史
が
も
は
や
人
間
活
動
の
痕
跡
を

抜
き
に
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
フ
ェ
ー
ズ
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
共
有
し
て
い
る
︒

一
方
︑
資
本
新
世
論
は
︑
資
本
主
義
が
自
然
を
食
い
潰
し
破
壊
し
す
ぎ
た
た
め
に
︑
地
球
の
歴
史
が
ま
っ
た
く
新

だ
ろ
う
か
︒︵

1
︶ 

リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
フ
ィ
ッ
シ
ュ
株
式
会
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト﹁
欠
失
型
ゲ
ノ
ム
編
集
﹂︒

　︵https://regional.fish/genom
e/

︶﹇
最
終
ア
ク
セ
ス
日 

: 

二
〇
二
五
年
一
月
二
一
日
﹈

︵
2
︶ 

ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
の
農
業
分
野
へ
の
展
開
と
規
制
や
知
的
財
産
権
の
現
況
︑
そ
し
て
消
費
者
の
反
応
に
つ
い
て
は
︑
立

川﹇2022

﹈が
詳
し
い
︒

︵
3
︶ 

有
性
生
殖
を
行
う
生
物
の
遺
伝
子
は
母
方
由
来
︑
父
方
由
来
の
二
本
の
染
色
体
に
ペ
ア
で
存
在
す
る
︒
遺
伝
子
組
み
換

え
で
ラ
ン
ダ
ム
に
挿
入
さ
れ
る
ゲ
ノ
ム
編
集
カ
セ
ッ
ト
は
通
常
一
本
の
染
色
体
に
の
み
導
入
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
ゲ
ノ
ム
編
集

し
て
い
な
い
元
の
植
物
と
交
配
す
る
と
︑
二
本
と
も
カ
セ
ッ
ト
の
入
っ
て
い
な
い
個
体
が
一
定
の
確
率
で
生
じ
る
︒

︵
4
︶ 

地
域
の
自
然
や
社
会
に
適
応
し
て
育
て
ら
れ
て
き
た
作
物
や
家
畜
で
あ
り
︑
特
定
の
性
質
に
向
け
て
改
良
を
重
ね
た
近

代
品
種
と
違
っ
て
遺
伝
的
に
多
様
で
性
質
も
安
定
し
な
い
が
︑
貴
重
な
遺
伝
子
を
含
む
︒
在
来
作
物
と
そ
の
種
子
の
重
要
性

と
保
全
に
つ
い
て
は
︑
西
川
・
根
本﹇2010

﹈が
わ
か
り
や
す
く
参
考
に
な
る
︒

︵
5
︶ 

生
物
の
多
様
性
や
冗
長
性
が
あ
ふ
れ
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
に
対
抗
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で﹁
氾
濫
﹂と
い
う
言
葉

を
用
い
て
い
る
︒
こ
の
語
の
起
源
や
範
囲
に
つ
い
て
︑
詳
し
く
は
︑
大
塚﹇2023: 161‒167

﹈を
参
照
︒

︵
6
︶ 

こ
れ
ら
の
研
究
動
向
を
︑
大
塚﹇2023: 249‒252

﹈が
ま
と
め
て
い
る
︒

註

所
有
権
社
会
に
お
け
る

人
間
と
自
然
の
関
係
と
そ
の
変
容

　

池
田
寛
二

 

第

10
章
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た
な
フ
ェ
ー
ズ
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
共
有
し
て
い
る
︒
ど
ち
ら
も
今
日
の
環
境
危
機
が
地
球
の
歴
史
を

変
え
る
ほ
ど
深
刻
な
出
来
事
で
あ
る
と
見
立
て
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
︑
人
間
と
自
然
の
関
係
の
と
ら

え
方
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
︒

　
環
境
社
会
学
も
︑
人
間
と
自
然
の
関
係
を
現
実
社
会
の
中
で
常
に
問
い
直
し
て
き
た
︒
だ
が
︑
人
新
世
︑
資
本

新
世
と
い
う
二
一
世
紀
の
新
た
な
言
説
に
お
け
る
人
間
と
自
然
の
関
係
の
と
ら
え
方
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る

こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
︑
い
ま
だ
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
︒
そ
こ
で
本
章
で
は
︑
近

年
日
本
国
内
は
も
と
よ
り
世
界
各
地
で
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
獣
害
問
題︵anim

al dam
age problem

s

︶と
︑
生
物
多
様

性
の
観
点
か
ら
新
た
に
注
目
さ
れ
て
い
る
再
野
生
化︵re- w

ilding

︶の
取
り
組
み
を
事
例
と
し
て
︑
人
新
世
︑
資
本

新
世
と
い
う
言
説
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
人
間
と
自
然
の
関
係
の
変
容
を
象
徴
す
る
現
実
を
環
境
社
会
学
的
に
読

み
解
く
こ
と
が
で
き
る
か
検
討
し
て
み
た
い
︒
そ
の
結
果
︑
い
ず
れ
の
言
説
も
︑
人
間
も
し
く
は
資
本
主
義
に
よ

る
自
然
の
一
方
的
収
奪
を
強
調
す
る
あ
ま
り
︑
こ
れ
ら
の
複
雑
な
現
実
を
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
で
あ
ろ
う
︒

　
で
は
︑
人
新
世
︑
資
本
新
世
と
い
う
言
説
の
限
界
を
超
え
て
︑
こ
れ
ら
の
現
実
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
環
境
社
会
学
に
相
応
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
︒
そ
れ
は
︑
獣
害
や
再
野
生
化
に
特
有

の﹁
所
有
す
る
こ
と
﹂と﹁
放
棄
す
る
こ
と
﹂と
の
一
体
化
や
錯
綜
し
た
関
連
性
と
そ
こ
に
内
在
す
る
人
間
と
自
然
の

関
係
の
変
容
を
実
証
的
に
解
き
明
か
す
こ
と
の
で
き
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
︒
人
間
ま
た
は
資
本
主
義
に
よ
る
自

然
の
一
方
的
な
収
奪
の
結
果
と
し
て
し
か
人
間
と
自
然
の
関
係
の
変
容
を
と
ら
え
ら
れ
な
い
人
新
世
論
も
資
本
新

世
論
も
︑
こ
れ
ら
の
現
実
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ

ム
と
し
て
本
章
で
は
︑
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
が
壮
大
な
格
差
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
提
起
し
た﹁
所
有
権
社
会

︵société de propriétaires

︶﹂論
の
可
能
性
を
検
討
し
た
い
︒

　
ピ
ケ
テ
ィ
は
大
著﹃
資
本
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹄に
お
い
て
︑﹁
格
差
は
経
済
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
技
術
的
な

も
の
で
も
な
い
︒
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
政
治
的
な
も
の
だ
﹂﹇Piketty 2019: 20

=2023: 7

﹈と
い
う
前
提
か
ら
格
差
の

世
界
史
の
展
開
を
試
み
て
い
る
︒
こ
こ
で﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂と
は
︑﹁
社
会
を
ど
の
よ
う
に
構
造
化
す
べ
き
か

を
表
現
す
る
︑
も
っ
と
も
ら
し
い
先
験
的
な
思
想
や
言
説
の
集
合
を
指
す
﹂﹇Piketty 2019: 16

=2023: 4

﹈︒
そ
し
て
︑

﹁
み
ん
な
自
分
の
財
産
を
安
心
し
て
享
受
し
︑
︙
︙
万
人
を
等
し
く
扱
う
法
的
︑
税
的
シ
ス
テ
ム
の
恩
恵
を
受
け
︑

法
治
の
枠
組
み
に
よ
る
安
定
し
た
予
想
が
つ
く
ル
ー
ル
に
保
護
さ
れ
て
い
る
は
ず
﹂だ
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
︑

す
な
わ
ち
︑﹁
財
産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
社
会
を
︑
ピ
ケ
テ
ィ
は﹁
所
有
権
社
会
﹂

と
呼
ぶ
の
で
あ
る﹇Piketty 2019: 151

=2023: 123

﹈︒
ピ
ケ
テ
ィ
は
︑
こ
の
よ
う
な
社
会
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
発
明

さ
れ
︑
遅
か
れ
早
か
れ
世
界
中
の
国
々
で
断
続
的
に
発
展
し
︑
二
一
世
紀
の
今
︑
歴
史
上
最
大
化
し
た
格
差
を
生

み
出
し
て
い
る
社
会
だ
と
考
え
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
所
有
権
社
会
と
そ
れ
を
正
当
化
す
る
財
産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

は
︑
常
に
︑
万
人
が
自
分
の
財
産
か
ら
果
実
を
引
き
出
す
権
利
を
保
障
す
る﹁
解
放
的
な
側
面
﹂と
︑
既
存
の
財
産

権
を
国
家
が
保
護
す
る
こ
と
に
よ
る﹁
不
平
等
的
で
権
威
主
義
的
な
結
果
﹂と
の﹁
緊
張
関
係
﹂を
内
包
し
て
い
る
か

ら
で
あ
り﹇Piketty 2019: 151

=2023: 123

﹈︑
今
日
の
所
有
権
社
会
は
明
ら
か
に
後
者
に
極
度
に
偏
っ
て
い
る
が
ゆ
え

に
︑
格
差
が
世
界
史
上
最
大
化
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

　
さ
ら
に
ピ
ケ
テ
ィ
は
︑﹁
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
問
題
は
︑
も
た
ら
す
損
害
と
受
け
る
損
害
の
両
面
に
お
い
て

環
境
格
差
の
考
慮
が
不
可
欠
な
こ
と
だ
﹂﹇Piketty 2019: 776

=2023: 617

﹈と
し
て
︑
所
有
権
社
会
の
格
差
分
析
の
射
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ム
D

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の
環
境
社
会
学
を
構
想
す
る◆

寺
内
大
左

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
州
に
は
豊
か
な
熱
帯
林

が
存
在
し
、
そ
こ
で
は
焼
畑
民
が
熱
帯
林
を
利
用
し
て
生
活

し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
企
業
に
よ
る
大

規
模
な
石
炭
の
露
天
掘
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
熱
帯
林
は

丸
裸
に
さ
れ
、
先
住
民
社
会
は
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い

る（
写
真
Ｄ
│
１・Ｄ
│
２
）。
筆
者
は
石
炭
開
発
に
対
し
て
焼
畑

民
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
を
調
査
し
て
き
た
が
、

ま
さ
か
こ
の
問
題
が
日
本
の
原
子
力
発
電
所
事
故
と
電
力
問

題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。

　
そ
の
事
実
を
知
っ
た
の
は
、
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
州
の
地
方

紙「Kaltim
 Post

」（
二
〇
一
四
年
八
月
六
日
付
）の「
原
子
力

発
電
所
事
故
で
石
炭
火
力
発
電
へ
│
日
本
へ
の
石
炭
輸

出
の
チ
ャ
ン
ス
」と
い
う
記
事
を
目
に
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。

そ
の
記
事
に
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
現
場
の

写
真
と
、
日
本
を
訪
問
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
鉱
物
資
源
大
臣
の

「
日
本
は
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
受
け
、
石
炭
火
力
発
電

に
移
行
し
始
め
て
い
る
」、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
と
っ
て
石
炭

輸
出
量
を
増
加
さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
」と
い
う
発
言
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。
実
際
、
日
本
で
は
原
発
事
故
以
降
、
石

炭
火
力
発
電
所
の
増
設
が
政
策
的
に
進
め
ら
れ
、
各
地
で
立

ち
上
が
る
発
電
所
建
設
計
画
に
対
し
て
地
元
住
民
が
反
対
運

動
を
展
開
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
。
日
本
の
環
境・社
会

問
題
と
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
州
の
環
境・社
会
問
題
が
、
石
炭

の
生
産
と
消
費
を
通
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し

た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

　
考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
は
石
炭
の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な

原
材
料・商
品
を
輸
入
し
、
消
費
を
満
た
し
て
い
る
。
食
料・

木
材・エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
率
は
低
く
、
第
一
次
産
業
は
衰

退
し
、
農
山
漁
村
の
人
口
は
減
少
し
て
い
る
。
二
次
的
自
然

は
荒
廃
し
、
そ
の
再
生
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地

方
再
生
も
兼
ね
た
か
た
ち
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
が

試
み
ら
れ
て
も
い
る
。
一
方
、
原
材
料・商
品
の
輸
入
は
海

外
の
資
源
開
発
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
海
外
、
と
り

わ
け
開
発
途
上
国
で
は
輸
出
品
の
採
取・生
産
、
加
工・製
造

の
過
程
で
深
刻
な
環
境・社
会
問
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
き

た
。
ま
た
、
日
本
は
廃
棄
物
を「
資
源
」と
し
て
途
上
国
に
輸

出
し
、
環
境
負
荷
を
か
け
て
も
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
と
途
上
国
の
環
境・
社
会
問
題
は
グ

ロ
ー
バ
ル・コ
モ
デ
ィ
テ
ィ（
国
際
市
場
で
取
引
さ
れ
る
原
材
料

や
商
品
）の
生
産
と
消
費
を
通
し
て
関
連
し
て
い
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル・コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の
採
取・生
産
、

加
工・製
造
、
消
費
、
廃
棄
の
現
場
で
生
じ
る
環
境・社
会
問

題
を
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
相
互
関
係
の
中
か
ら
と
ら
え
、
問
題

解
決
を
探
求
す
る「
グ
ロ
ー
バ
ル・コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の
環
境
社

会
学
」が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
野
は
国
境
を
ま
た

ぐ
マ
ル
チ・サ
イ
テ
ッ
ド
な
視
点
を
有
し
、
持
続
可
能
な
開

発
目
標（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）の
目
標
12「
つ
く
る
責
任 

つ
か
う
責
任
」

と
関
係
す
る
実
践
的
な
分
野
と
い
え
る
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル・コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の
環
境
社
会
学
研
究
と
は

銘
打
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
国
際
関
係
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
に
起
因
す
る
環
境
問
題
に
取
り
組
む
研
究
は
、
一

写真D─1　
焼畑民の集落と森林景観
撮影：筆者
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不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
自
然

　﹃
シ
リ
ー
ズ 

環
境
社
会
学
講
座
﹄の
第
４
巻
に
あ
た
る
本
書
に
は
︑
か
つ
て
な
く
生
態
学
的
危
機
と
社
会
不
安

や
社
会
問
題
が
密
接
に
絡
み
合
う
現
代
に
お
い
て
︑
正
負
の
さ
ま
ざ
ま
な﹁
遺
産
﹂を
抱
え
な
が
ら
︑
自
然
と
関
わ

る
こ
と
で
生
き
る
場
所
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
人
び
と
の
営
み
が
描
か
れ
て
い
る
︒
本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
考
は
︑

自
然
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
︑
私
た
ち
人
間
が
生
き
る
土
台
そ
の
も
の
︑
社
会
の
再
生
産
の
仕
組
み

に
つ
い
て
語
る
こ
と
だ
と
あ
ら
た
め
て
示
し
て
く
れ
る
︒
あ
ら
た
め
て
︑
と
い
う
の
は
︑
現
在
社
会
に
お
い
て
こ

う
し
た
関
係
性
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒

　
私
た
ち
人
間
は
︑
自
然
に
働
き
か
け
て
︑
住
ま
う
場
所
を
つ
く
り
︑
食
べ
る
も
の
を
調
達
し
︑
着
る
も
の
を
は

じ
め
と
す
る
生
活
に
必
要
な
も
の
︑
そ
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
を
生
み
出
す
︒
こ
う
し
た
営
み
が
歴
史
的
に
蓄
積

さ
れ
︑
自
然
の
側
に
も
私
た
ち
人
間
の
痕
跡
が
刻
ま
れ
て
景
観
と
な
り
︑
集
団
と
し
て
の
世
界
観
や
文
化
的
な
価

値
を
生
み
出
し
て
き
た
︒

　
近
代
以
降
︑
こ
う
し
た
営
み
は
分
業
化
さ
れ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
中
に
取
り
込
ま
れ
︑
労
働
と
生
産
の
様
式
は

資
本
と
権
力
関
係
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
︒
拡
大
す
る
人
間
活
動
は
︑
自
然
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
大
規
模
に
変
容
さ

せ
て
い
っ
た
︒﹁
さ
ま
ざ
ま
な﹃
遺
産
﹄﹂と
冒
頭
に
書
い
た
の
は
︑
資
本
主
義
の
歴
史
的
な
勃
興
と
成
長
に
大
き
く

寄
与
し
た
植
民
地
主
義
︑
土
地
の
疎
外
︑
労
働
力
の
搾
取
と
移
動
の
強
制
︑
集
中
的
な
土
地
利
用
︑
グ
ロ
ー
バ
ル

化
し
た
商
業
︑
人
種
差
別
的
思
考
と
暴
力
︑
そ
れ
ら
の
交
差
に
よ
り
生
ま
れ
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
延
長
線
上

に
︑
私
た
ち
の
消
費
社
会
が
あ
り
︑
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
等
が
あ
る
か
ら
だ
︒

　
気
候
変
動
は
人
間
活
動
の
蓄
積
が
与
え
た
直
近
の
ト
リ
ガ
ー
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
リ
ス
ク
や

被
害
は
︑
こ
う
し
た﹁
遺
産
﹂が
抱
え
て
い
る
生
態
学
的
条
件
や
︑
貧
困
や
差
別
な
ど
の
社
会
問
題
に
よ
っ
て
脆
弱

化
さ
れ
て
き
た
人
び
と
に
偏
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
︒
ゆ
え
に
︑
環
境
不
正
義
の
問
題
は
︑
気
候
変
動
の
要
因
と
な

る
諸
活
動
に
最
も
関
与
し
て
こ
な
か
っ
た
貧
困
層
や
社
会
的
弱
者
に
こ
そ
︑
気
候
変
動
を
ト
リ
ガ
ー
と
す
る
リ
ス

ク
や
被
害
が
集
中
す
る
と
い
う
︑
気
候
正
義
の
問
題
と
つ
な
が
っ
て
い
る﹇Schlosberg and C

ollins 2014

﹈︒

　
消
費
者
と
し
て
生
活
し
て
い
る
と
︑
ど
の
よ
う
な
生
き
も
の
や
生
態
系
が
︑
い
か
に
自
分
た
ち
の
生
命
や
暮
ら

し
の
再
生
産
に
関
わ
っ
て
い
る
か
は
見
え
に
く
い
︒
朝
起
き
て
か
ら
欠
か
さ
ず
利
用
す
る
水
で
す
ら
︑
イ
ン
フ
ラ

の
中
に
組
み
込
ま
れ
︑
そ
の
水
源
も
下
水
と
し
て
の
行
く
末
も
知
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
︒
そ
し
て
︑
目
の

前
の
商
品
が
︑
世
界
の
ど
こ
で
︑
ど
の
よ
う
な
景
観
を
生
み
出
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
︑
意
識
す
る
こ
と
も
少

な
い
︒
脆
弱
化
さ
れ
て
き
た
人
び
と
︑
リ
ス
ク
や
被
害
の
偏
り
に
苦
し
む
人
び
と
や
︑
生
息
域
ご
と
奪
わ
れ
て
き

た
生
き
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
だ
︒

私
た
ち
は
い
か
に	

自
然
を
構
想
し
う
る
か

　

福
永
真
弓
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