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日
本
民
俗
学
に
お
け
る
里
山
研
究
の
課
題
と
展
望

伊
　
藤
　
新
之
輔
　
　
　

　
　
は
じ
め
に

　

日
本
の
里
山
保
全
は
現
在
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
二
年
の
生
産
緑
地
法
改
正
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
「
生
産
緑
地
」
が
三
十

年
の
期
限
を
迎
え
て
一
斉
に
解
除
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
土
地
の
宅
地
化
が
懸
念
さ
れ
る
と
い
う
「
二
〇
二
二
年
問
題
」
が
発
生
し
、
各
自
治

体
が
こ
の
問
題
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
希
望
者
に
つ
い
て
は
「
生
産
緑
地
」
を
「
特
定
生
産
緑
地
」
と
し
て
延

長
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
緑
地
減
少
の
問
題
が
示
唆
さ
れ
る
一
方
で
、
森
林
管
理
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

地
域
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
き
た
森
林
、
特
に
「
里
山
」
と
呼
ば
れ
る
特
性
を
持
っ
た
土
地
の
管
理
が
滞
る
「
里
山
放
棄
」

の
問
題
で
あ
る
。
ク
マ
に
よ
る
襲
撃
、
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
な
ど
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
な
ど
を
引
き
起
こ
す
遠
因
と
な
る
た
め
、「
里
山

放
棄
」
の
問
題
は
農
山
村
に
お
い
て
は
す
で
に
実
害
が
出
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
獣
害
が
都
市
に
及
ぶ
の
も
、
時
間
の
問
題
で
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あ
る
と
い
え
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
里
山
は
人
の
手
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
態
系
を
保
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、「
里
山
放
棄
」
に 

よ
っ
て
在
来
の
多
様
な
生
態
系
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
の
里
山
を
構
成
す
る
重
要
な
樹
種
の
一
つ
で
あ
る
ア
カ
マ
ツ
の
生
え
る
林
で
は
、
マ
ツ
タ
ケ
な
ど
の
キ
ノ
コ
や
山
菜

類
が
採
れ
、
カ
タ
ク
リ
な
ど
の
植
物
が
繁
茂
し
、
チ
ョ
ウ
を
は
じ
め
と
し
た
昆
虫
、
そ
れ
を
餌
に
す
る
鳥
類
な
ど
、
生
物
多
様
性
に
溢
れ

る
場
所
で
あ
っ
た
。
明
る
い
林
床
で
は
、
モ
チ
ツ
ツ
ジ
や
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
な
ど
の
低
木
類
も
生
え
て
お
り
、
晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
一
斉

に
紅
色
や
赤
色
の
花
を
咲
か
せ
、
全
山
赤
く
燃
え
る
と
い
う
美
し
い
景
色
が
見
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
里
山
の
情
景
は
、
し
ば
し
ば
伝
説
や
昔
話
な
ど
の
口
承
文
芸
の
ほ
か
、
泉
鏡
花
の
『
龍
潭
譚
』
な
ど
の
近
代
文
学
で
も
描
か

れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
景
色
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
「
里
山
放
棄
」
に
よ
っ
て
、
ア
カ
マ
ツ
林
が
植
生

遷
移
し
て
陰
樹
の
繁
る
暗
い
林
床
の
森
に
な
っ
て
し
ま
い
、
低
木
類
が
育
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
放
棄
さ
れ

た
森
林
で
は
、
植
物
や
生
物
の
多
様
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ア
カ
マ
ツ
林
の
里
山
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

里
山
を
含
め
た
森
林
や
そ
こ
に
あ
る
動
植
物
の
多
様
性
を
守
る
と
い
う
問
題
は
、
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（Sustainable 

D
evelopm

ent Goals

）
に
お
い
て
も
課
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
里
山
保
全
は
目
標
15
「
陸
の
豊
か
さ
も
守
ろ
う
」

に
該
当
す
る
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
は
、
15
︱
２
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
森
林
の
、
持
続
可
能
な
形
の
管
理
を
す
す
め
、
森
林
の
減
少
を
く

い
と
め
る
」
や
15
︱
４
「
山
地
の
生
態
系
の
能
力
を
強
め
る
た
め
、
多
様
な
生
物
が
生
き
ら
れ
る
山
地
の
生
態
系
を
確
実
に
守
る
」
が
あ

り
、
現
在
日
本
国
内
に
お
い
て
里
山
管
理
の
抱
え
る
課
題
と
直
結
す
る
。
さ
ら
に
、
人
間
の
生
活
領
域
に
自
然
を
ど
の
よ
う
に
配
置
す
る

か
と
い
う
空
間
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら
は
、
目
標
11
「
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
」
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
11
︱
７
「
２
０
２
０
年
ま
で

に
、
特
に
女
性
や
子
ど
も
、
お
年
寄
り
や
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
を
ふ
く
め
て
、
だ
れ
も
が
、
安
全
で
使
い
や
す
い
緑
地
や
公
共
の
場
所

を
使
え
る
よ
う
に
す
る
」も
該
当
す
る
と
い
え
る
。
日
本
人
が
里
山
の
自
然
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、 
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そ
れ
を
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る
こ
と
は
国
際
的
に
も
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

さ
て
、
里
山
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
植
物
学
な
ど
の
自
然
科
学
の
分
野
で
の
デ
ー
タ
収
集
や
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
人
文
科
学
に

お
い
て
も
自
然
と
人
間
の
交
流
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
日
本
民
俗
学
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
―
ク
で
得
た 

知
見
を
も
と
に
人
と
自
然
の
交
流
に
つ
い
て
多
く
の
事
例
が
報
告
さ
れ
、
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
里
山
だ
け

で
な
く
、
海
や
川
な
ど
も
研
究
対
象
と
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
、
里
山
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
論
考
の
う
ち
、 

筆
者
の
課
題
に
つ
な
が
る
も
の
を
と
り
あ
げ
て
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
里
山
研
究
を
行
う
べ
き
か
を
示
す
こ
と
を

本
稿
の
目
的
と
し
た
い
。

　
　
一
、
日
本
民
俗
学
の
里
山
研
究
の
成
果
と
課
題

　

日
本
民
俗
学
に
お
け
る
里
山
に
か
か
わ
る
研
究
の
う
ち
、
民
俗
誌
的
研
究
に
よ
っ
て
、
人
々
の
自
然
に
対
す
る
知
識
や
生
活
の
あ
り
様

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
研
究
の
主
題
と
し
て
い
る
も
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
「
民
俗
誌
的
研
究
」
と
は
、
民
俗
学
に
お
い
て
特
定
の
調
査
地
を
定
め
て
詳
細
な
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
域
の
民
俗
の
あ

り
様
を
描
く
研
究
方
法
を
さ
す
。
こ
う
し
た
方
法
を
用
い
て
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
人
間
と
自
然
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

て
い
っ
た
の
が
環
境
民
俗
学
を
志
す
民
俗
学
者
た
ち
で
あ
っ
た（

1
（

。
こ
れ
ら
の
民
俗
学
者
に
よ
る
著
作
は
、
里
山
と
人
々
の
つ
な
が
り
を
と

ら
え
る
上
で
貴
重
な
基
礎
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
多
数
の
編
著
作
が
あ
る
野
本
寛
一
と
篠
原
徹
の
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
。
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　（
1
）
野
本
寛
一

　

野
本
寛
一
は
こ
れ
ま
で
、
自
然
に
か
か
わ
る
民
俗
研
究
に
つ
い
て
の
業
績
を
数
多
く
発
表
し
、
環
境
民
俗
学
と
も
い
え
る
内
容
の
研
究

を
牽
引
し
て
き
た
民
俗
学
者
の
一
人
で
あ
る
。

　
『
生
態
民
俗
学
序
説（

（
（

』（
一
九
八
七
年
三
月
）
は
、
六
〇
〇
頁
以
上
に
わ
た
っ
て
、
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
究
し
た
大
著

で
あ
る（

（
（

。
本
書
で
は
、
主
に
動
植
物
と
人
び
と
の
暮
ら
し
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
た
と
え
ば
植
物
で
あ
れ
ば
、
年
中
行
事

で
の
利
用
、
民
俗
知
識
（
医
療
や
呪
術
的
利
用
）、
食
材
と
し
て
の
利
用
に
つ
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
情
報
を
あ
げ
て
検
討
し

て
い
る
。
里
山
に
か
か
わ
る
記
述
は
多
く
な
い
が
、
植
物
分
布
帯
の
指
標
と
な
る
樹
木
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
植
物
と
人
と
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
述
べ
た
「
第
三
章　

植
物
分
布
帯
指
標
植
物
と
民
俗
」
で
は
、
亜
熱
帯
多
雨
林
帯
の
ア
ダ
ン
と
ク
ベ
、
照
葉
樹
林
帯
の
シ
イ
と
カ

シ
、
夏
緑
広
葉
樹
林
帯
の
ブ
ナ
と
ナ
ラ
を
と
り
あ
げ
、
資
材
と
し
て
の
利
用
、
年
中
行
事
や
葬
送
儀
礼
で
の
利
用
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の

詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

ほ
か
に
も
、「
第
七
章　

人
為
的
遷
移
と
民
俗
」
で
は
、
人
の
手
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
自
然
に
つ
い
て
述
べ
、

長
野
県
下
伊
那
郡
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
か
ら
山
の
民
と
ト
チ
が
共
生
関
係
に
あ
る
こ
と
や
、
焼
畑
地
で
は
木
の
移
植
な
ど
に

よ
っ
て
植
物
の
人
為
的
遷
移
を
促
し
て
そ
れ
ら
の
植
物
を
合
理
的
に
利
用
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、「
第
八
章　

生
態

集
中
と
民
俗
の
生
成
」
の
「
二　

岩
木
山
を
め
ぐ
る
民
俗
的
生
態
集
中
」
で
は
、
岩
木
山
周
辺
の
自
然
を
主
眼
に
置
い
た
民
俗
誌
を
描
い

て
お
り
、
採
草
地
と
し
て
の
利
用
や
「
山
カ
ケ
の
情
景
」
と
そ
の
登
拝
ル
ー
ト
な
ど
、
景
観
論
に
か
か
わ
る
よ
う
な
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。

　

野
本
は
『
生
態
民
俗
学
序
説
』
以
降
も
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
数
多
く
の
著
作
を
発
表
し
て
い
る
。
里
山
に
関
連
す
る
も

の
を
あ
げ
る
と
、
た
と
え
ば
『
共
生
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア　

民
俗
の
環
境
思
想（

（
（

』（
一
九
九
四
年
四
月
）
で
は
、
西
日
本
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と

し
て
ア
カ
マ
ツ
の
民
俗
を
と
り
あ
げ
、
ア
カ
マ
ツ
の
燃
料
や
用
材
と
し
て
の
伐
採
を
め
ぐ
る
伝
承
、
マ
ツ
タ
ケ
採
取
な
ど
で
の
技
術
伝
承
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を
追
っ
て
い
る
。
植
物
の
民
俗
に
つ
い
て
は
『
季
節
の
民
俗
誌（

5
（

』（
二
〇
一
六
年
七
月
）
や
『
自
然
暦
と
環
境
口
誦
の
世
界（

（
（

』（
二
〇
二
一

年
四
月
）
で
「
自
然
暦
」
の
伝
承
と
し
て
植
物
の
種
類
ご
と
に
各
地
の
伝
承
を
あ
げ
て
い
る
。
植
物
に
加
え
て
雪
や
気
象
状
況
の
伝
承
に

つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
動
物
や
昆
虫
の
民
俗
に
つ
い
て
は
『
生
き
も
の
民
俗
誌（

（
（

』（
二
〇
一
九
年
七
月
）
で
種
類
ご
と
に
各
地
の
伝
承

を
あ
げ
て
い
る
。

　
　（
2
）
篠
原
徹

　

篠
原
徹
は
数
多
く
の
業
績
を
残
し
て
お
り
、
野
本
寛
一
と
並
ん
で
環
境
民
俗
学
を
率
い
て
き
た
民
俗
学
者
で
あ
る
。

　
『
自
然
と
民
俗　

心
意
の
な
か
の
動
植
物（

（
（

』（
一
九
九
〇
年
四
月
）
で
は
、
植
物
や
動
物
の
生
業
や
食
生
活
で
の
利
用
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
篠
原
論
の
特
徴
は
「
Ⅲ
山
村
と
民
俗
」
で
、
岡
山
県
蒜
山
地
方
の
自
然
観
に
つ
い
て
述
べ
る
の
に
際
し
て
図
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
村
人
が
ど
の
程
度
そ
の
土
地
に
生
え
て
い
る
植
物
種
を
認
識
し
て
い
る
か
を
詳
細
に
調
査
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
篠
原
に
よ
れ
ば
、 

「
村
人
は
環
境
を
二
つ
の
価
値
基
準
に
よ
っ
て
評
価
、
分
類
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
は
植
物
界
に
与
え
て
い
る
民
俗
的

分
類
、
他
方
は
地
形
・
土
壌
な
ど
土
地
に
対
す
る
評
価
を
表
わ
し
た
民
俗
的
分
類
で
あ
る（

（
（

」
と
分
析
し
、
植
物
種
ご
と
に
具
体
例
を
あ
げ

て
い
る
。
植
物
の
種
類
を
詳
細
に
捉
え
て
い
く
調
査
方
法
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
て
お
り
、『
海
と
山
の
民
俗
誌（

（1
（

』（
一
九
九
五
年
二
月
）

で
は
、
植
物
民
俗
の
地
域
差
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、「
民
俗
と
相
関
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
植
生
モ
デ
ル
」
を
図
示
し
、
日
本
の
森
林
は
混

交
林
（
雑
木
林
）
が
常
緑
広
葉
樹
林
か
ら
落
葉
広
葉
樹
林
の
低
地
に
広
く
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、

こ
こ
で
の
「
雑
木
林
」
は
里
山
と
同
義
で
あ
る
と
い
え
る
。「
九
州
か
ら
東
北
ま
で
雑
木
林
は
広
が
り
、
そ
れ
は
人
と
自
然
の
関
係
で
歴

史
的
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う（

（（
（

」
と
想
定
し
、
日
本
の
雑
木
林
は
面
積
が
大
き
く
、
か
つ
人
の
生
活
場
所
と
の
距
離
と
も
近
く
、

野
生
植
物
利
用
体
系
の
民
俗
学
的
な
問
題
を
考
え
る
上
で
意
味
が
大
き
い
と
い
う
。
ま
た
、
カ
シ
林
の
ム
ラ
と
ナ
ラ
林
の
ム
ラ
の
環
境
と
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の
か
か
わ
り
方
を
比
較
す
る
な
ど
、
植
物
種
（
植
生
）
に
よ
っ
て
文
化
の
類
型
化
を
試
み
て
い
る
の
も
篠
原
論
の
特
徴
と
い
え
る
。
こ
れ

は
、『
講
座
日
本
の
民
俗
学
４
環
境
の
民
俗（

（1
（

』（
一
九
九
六
年
一
一
月
）
の
「
植
生
と
民
俗
」
で
も
示
さ
れ
て
い
る
論
点
で
あ
り
、
た
と
え

ば
サ
カ
キ
と
ヒ
サ
カ
キ
な
ど
の
植
物
の
分
布
と
植
物
を
使
う
民
俗
の
分
布
を
対
照
さ
せ
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
野
本
と
篠
原
に
よ
る
民
俗
誌
的
研
究
に
お
い
て
は
、
各
地
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
特
定
の
地
域
内
で
の
動

植
物
と
人
間
の
生
業
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
知
見
を
も
と
に
述
べ
た
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は 

里
山
研
究
を
す
る
上
で
の
基
礎
資
料
と
し
て
有
用
で
あ
る
。
こ
う
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
、
篠
原
徹
が
行
っ
た
植
物
と
民
俗
の
分
布
の
比

較
対
照
や
植
物
種
に
よ
る
文
化
の
類
型
化
の
試
み
も
注
目
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、
鳥
越
皓
之
ら
に
よ
る
村
落
空
間
の
研
究
に
お
け
る
里
山
へ
の
言
及
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
研
究
で
は
、
野
本
や
篠
原
と

同
様
に
民
俗
誌
的
研
究
を
行
い
つ
つ
、
村
落
空
間
に
お
い
て
里
山
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
を
示
し
、
人
び
と
の
暮
ら
し
と
里
山

空
間
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
里
山
な
ど
の
村
落
空
間
の
持
つ
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
研
究
の
主
題
と

し
て
い
る
。
里
山
研
究
に
限
ら
ず
、
村
々
の
景
観
を
切
り
口
に
し
て
民
俗
を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
村
落
空
間
論
・
領
域
論
的
研
究

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
一
九
八
〇
年
代
に
日
本
民
俗
学
を
は
じ
め
社
会
学
・
人
類
学
・
中
世
史
学
の
領
域
な
ど
で
も
盛
ん
に
行
わ

れ
た（

（1
（

。
む
ろ
ん
、
里
山
を
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
研
究
動
向
と
も
つ
な
が
っ
て
お
り
、
様
々
な
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
福

田
ア
ジ
オ
、
宮
家
準
、
鳥
越
皓
之
、
千
葉
徳
爾
の
四
名
の
民
俗
学
者
の
成
果
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　（
３
）
福
田
ア
ジ
オ
・
宮
家
準

　

福
田
ア
ジ
オ
は
『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造（

（1
（

』（
一
九
八
〇
年
三
月
）
で
、
ム
ラ
の
領
域
を
ム
ラ
︱
ノ
ラ
︱
ヤ
マ
と
三
分
類
し
、
同
心
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円
的
構
成
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
。
ム
ラ
︱
ノ
ラ
︱
ヤ
マ
の
同
心
円
的
構
成
モ
デ
ル
は
そ
の
後
の
村
落
空
間
論
的
研
究
に
大
き
な
影
響
を

与
え
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、宮
家
準
は『
生
活
の
な
か
の
宗
教（

（1
（

』（
一
九
八
〇
年
一
〇
月
）で
、他
界
の
空
間
的
位
置
の
整
理
を
行
い
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

山
岳
の
他
界
に
つ
ら
な
る
峠
や
丘
、
海
上
他
界
と
の
境
界
で
あ
る
浜
・
岬
、
天
上
の
他
界
へ
と
の
び
て
い
る
木
、
地
下
の
他
界
へ
の

入
口
の
洞
窟
と
い
う
よ
う
に
、
他
界
と
こ
の
世
と
の
間
の
境
界
を
な
す
空
間lim

inal space

が
、
祭
が
行
な
わ
れ
た
り
、
そ
こ
か
ら 

他
界
の
神
霊
が
出
現
す
る
場
所
と
し
て
、
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

山
岳
の
他
界
に
つ
ら
な
る
峠
や
丘
は
里
山
空
間
と
も
一
致
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、lim

inal space

と
い
う
よ
う
に
、
あ
の
世

と
こ
の
世
の
境
界
が
線
や
点
で
な
く
、
空
間
的
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　
　（
４
）
鳥
越
皓
之

　

野
本
寛
一
と
篠
原
徹
ら
に
よ
る
環
境
を
主
題
と
す
る
研
究
の
進
展
を
受
け
、
鳥
越
皓
之
は
『
試
み
と
し
て
の
環
境
民
俗
学
︱
琵
琶
湖
の

フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら（

（1
（

』（
一
九
九
四
年
二
月
）
に
お
い
て
「
環
境
民
俗
学
」
を
提
唱
す
る（

（1
（

。
鳥
越
の
研
究
の
う
ち
、
人
び
と
に
よ
る
サ
ク
ラ

の
植
栽
と
管
理
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
景
観
に
つ
い
て
の
研
究
が
里
山
研
究
に
あ
た
る
と
い
え
る
。『
講
座
人
間
と
環
境
第
（
巻

景
観
の
創
造
︱
民
俗
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ（

（1
（

』（
一
九
九
九
年
九
月
）
に
お
い
て
、
鳥
越
皓
之
は
人
々
に
よ
る
サ
ク
ラ
の
植
栽
と
そ
れ
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
景
観
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
『
花
を
た
ず
ね
て
吉
野
山
︱
そ
の
歴
史
と
エ
コ
ロ
ジ
ー（

11
（

』

（
二
〇
〇
三
年
二
月
）
で
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
花
見
を
す
る
里
山
の
研
究
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
書
名
の
紹
介

に
留
め
て
お
く
。

　

な
お
、『
講
座
人
間
と
環
境
第
（
巻
景
観
の
創
造
』
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
里
山
の
景
観
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
古
川
彰
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に
よ
る
「
第
（
章　

山
里
の
景
観
」
が
注
目
さ
れ
る
。
古
川
は
、一
九
五
〇
年
代
と
一
九
九
八
年
の
山
村
の
景
観
を
写
し
た
写
真
を
掲
げ
、

管
理
の
行
き
届
か
な
く
な
っ
た
森
林
は
一
見
豊
か
な
森
に
見
え
る
が
、
土
を
掘
っ
て
確
か
め
る
と
保
水
力
が
衰
え
て
い
る
な
ど
、
実
態
は

森
林
の
外
見
と
は
異
な
る
こ
と
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 
熱
帯
雨
林
の
減
少
な
ど
が
し
き
り
に
語
ら
れ
て
、
森
の
減
少
＝
環
境
破
壊
と
い
う
印
象
が
強
い
た
め
に
、
逆
に
木
が
増
え
れ
ば
自
然
が

回
復
し
て
い
る
と
い
う
通
念
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
私
た
ち
の
周
り
の
山
林
は
長
い
あ
い
だ
人
が
利
用

し
な
が
ら
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
自
然
で
あ
り
、
手
を
抜
く
と
木
は
増
え
て
も
元
の
自
然
に
も
ど
る
の
で
は
な
く
、
荒
れ
た
山
林
に
な
っ

て
し
ま
う
。
荒
れ
た
山
林
は
人
が
利
用
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
保
水
力
を
は
じ
め
と
す
る
山
林
の
本
来
の
機
能
さ
え
も
衰
え
さ
せ
る

の
で
あ
る（

1（
（

。

　

具
体
的
な
民
俗
か
ら
述
べ
た
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
燃
料
革
命
に
よ
る
炭
焼
き
の
終
焉
、
林
業
の
崩
壊
、
高
度
経
済
成
長
に
よ

る
都
市
へ
の
人
口
流
出
と
通
勤
兼
業
化
な
ど
に
よ
る
暮
ら
し
の
大
き
な
変
化
が
こ
う
し
た
状
況
を
生
み
出
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
日

本
の
山
里
（
里
山
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
）
の
景
観
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
概
観
し
、
戦
前
期
に
は
草
山
が
各
地
で
み
ら
れ
、 

明
治
・
大
正
期
に
は
刈
敷
や
肥
料
と
し
て
草
が
利
用
さ
れ
、
火
入
れ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
土
屋
俊
幸
の
研
究
成
果
を
引

用
し
て
い
る（

11
（

。
金
肥
の
普
及
や
火
入
れ
の
規
制
の
厳
格
化
、
木
炭
や
用
材
に
使
用
す
る
林
業
的
利
用
が
進
展
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

一
九
二
〇
年
代
か
ら
は
徐
々
に
こ
れ
ら
の
草
山
が
減
っ
て
木
炭
用
の
林
地
へ
と
転
換
し
た
。
燃
料
革
命
に
よ
り
一
九
五
七
年
頃
か
ら
木
炭

生
産
が
急
減
し
た
こ
と
に
伴
い
、
用
材
林
へ
の
転
換
が
進
み
、
昭
和
三
○
年
代
後
半
以
降
に
は
多
く
の
地
域
で
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
生
え
る

山
里
の
景
観
が
出
現
し
た
と
い
い
、「
私
た
ち
が
山
村
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
る
景
観
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
つ
く
り
だ

さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る（

11
（

」
と
し
、
愛
知
県
東
加
茂
郡
旭
町
（
現
豊
田
市
）
の
景
観
の
変
遷
を
追
い
、
同
様
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
。
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鳥
越
皓
之
は
、『
環
境
社
会
学
︱
生
活
者
の
立
場
か
ら
考
え
る
︱（

（2
（

』（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）
に
お
い
て
も
、
山
里
の
人
々
が
里
山
保
全

を
担
っ
て
き
た
こ
と
や
、
日
本
は
原
生
林
よ
り
も
人
の
手
が
加
わ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
天
然
林
」（
二
次
林
）
が
多
い
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、

日
本
の
森
林
は
「
保
全
」
と
「
利
用
」
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
吉
野
山
の
サ
ク
ラ
の
景
観
に
つ
い
て
も
触
れ
て

い
る
。『
歴
史
・
民
俗
か
ら
み
た
環
境
と
暮
ら
し（

11
（

』（
二
〇
一
四
年
三
月
）
で
は
、
鳥
越
論
の
こ
れ
ま
で
の
総
括
と
も
い
え
る
内
容
が
示
さ

れ
て
お
り
、
福
田
ア
ジ
オ
の
領
域
論
を
環
境
利
用
の
側
面
か
ら
考
え
て
い
く
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、「
里
山
は
自
然
の
持
続
的 

利
用
を
背
景
と
し
た
自
然
と
調
和
し
た
農
耕
生
活
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
現
実
と
乖
離
し
た
認
識
で
あ
る（

11
（

」
と
環
境
史

の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
、
時
代
に
よ
り
里
山
の
扱
い
や
位
置
づ
け
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
問
う
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　（
５
）
千
葉
徳
爾

　

千
葉
徳
爾
は
、
は
げ
山
を
め
ぐ
る
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
森
林
資
源
が
枯
渇
し
た
里
山
の
研
究
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
。『
は
げ
山
の
研
究（

11
（

』（
一
九
五
六
年
一
〇
月
）
お
よ
び
『
は
げ
山
の
文
化（

11
（

』（
一
九
七
三
年
）
で
は
、
人
為
的
荒
廃
林
地
（
は
げ
山
）

の
植
生
や
分
布
、
ど
の
よ
う
に
は
げ
山
が
形
成
さ
れ
た
か
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。
は
げ
山
化
し
て
い
る
地
域
で
一
般
的
な
林
相
が
ア
カ
マ

ツ
林
で
あ
っ
た
た
め
、
林
学
者
の
本
多
静
六
ら
に
よ
る
「
赤
松
亡
国
論
」
の
よ
う
に
ア
カ
マ
ツ
と
は
げ
山
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

が
、
千
葉
は
科
学
的
数
値
や
史
資
料
の
記
述
を
あ
げ
、
こ
れ
は
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
む
し
ろ
林

地
が
回
復
し
て
い
く
植
生
遷
移
の
過
程
で
ア
カ
マ
ツ
林
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
村
落
空
間
の
研
究
に
お
い
て
は
、
里
山
と
い
う
空
間
に
注
目
し
、
そ
の
空
間
の
持
つ
性
格
や
里
山
自
体
の
歴
史
的
変

遷
と
人
々
の
生
活
の
変
遷
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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二
、
里
山
研
究
の
課
題

　

日
本
民
俗
学
で
行
わ
れ
た
里
山
研
究
の
課
題
を
述
べ
た
い
。

　

ま
ず
、
資
料
間
の
比
較
検
討
を
行
う
必
要
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
野
本
や
篠
原
の
研
究
に
お
い
て
は
、
里
山
な
ど
の
自
然
に
関
す

る
資
料
の
羅
列
に
留
ま
り
、
俯
瞰
的
な
視
野
か
ら
の
分
析
な
ど
が
不
十
分
で
あ
る
。『
生
き
も
の
民
俗
誌
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
野
本
が

自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
同
書
で
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
各
地
の
資
料
の
提
供
が
主
な
内
容
と
な
っ
て
お
り
、「
確
固
と
し
た 

結
論（

11
（

」
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
野
本
に
よ
る
資
料
提
供
は
環
境
民
俗
学
の
基
盤
を
支
え
る
重
要
な
情
報
で
あ
り
、

今
後
は
こ
う
し
た
資
料
群
を
整
理
し
、
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

野
本
は
『
講
座
日
本
の
民
俗
学
４
環
境
の
民
俗
』
で
、
改
め
て
環
境
民
俗
研
究
に
対
し
て
の
立
場
を
表
明
し
て
お
り
、
民
俗
学
で
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
、
ム
ラ
や
マ
チ
を
単
位
と
し
た
「
生
活
誌
的
・
民
俗
誌
的
研
究
」
と
特
定
の
主
題
を
設
定
し
て
日
本
全
国
を
フ
ィ
ー
ル

ド
と
す
る
「
テ
ー
マ
主
義
的
な
研
究
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
が
環
境
民
俗
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
も
よ
い
と
い
う
。
前
者
の
研
究
が
ベ
ー

ス
と
な
っ
て
先
行
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
方
で
研
究
の
鳥
瞰
性
や
比
較
的
視
点
・
文
化
論
的
展
開
も
重
要
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ

の
点
は
、
篠
原
徹
が
検
討
し
た
よ
う
に
、
特
定
の
植
物
種
に
よ
る
文
化
の
類
型
化
は
俯
瞰
的
な
視
点
も
持
ち
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
や

は
り
特
定
の
地
域
を
対
象
と
し
て
の
検
討
に
留
ま
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
い
く
つ
か
の
「
点
」
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
野
本
や
篠
原
ら
の

問
題
提
起
に
よ
っ
て
、
自
治
体
誌
の
民
俗
編
な
ど
で
も
、
環
境
民
俗
学
的
な
調
査
報
告
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
が
、
こ
う

し
た
資
料
群
を
整
理
し
て
分
布
図
を
作
製
し
、
文
化
の
類
型
を
地
図
上
に
示
す
と
い
う
、「
点
」
を
「
面
」
に
し
て
い
く
と
い
う
作
業
は

等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
里
山
景
観
の
歴
史
的
変
遷
を
通
史
的
に
み
て
い
く
必
要
性
で
あ
る
。
里
山
の
景
観
の
歴
史
的
変
遷
を
追
う
研
究
は
、
歴
史
学
や
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考
古
学
な
ど
で
進
展
し
て
お
り
、
さ
ら
な
る
深
化
が
期
待
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
笹
生
衛
の
『
神
仏
と
村
景
観
の
考
古
学
︱
地
域
環
境
の

変
化
と
信
仰
の
視
点
か
ら
』（
二
〇
〇
五
年
七
月
）、
水
野
章
二
の
『
中
世
の
人
と
自
然
の
関
係
史
』（
二
〇
〇
九
年
三
月
）
や
原
田
洋
・

井
上
智
の
『
植
生
景
観
史
入
門
』（
二
〇
一
二
年
四
月
）、
小
椋
純
一
の
『
森
と
草
原
の
歴
史

︱
日
本
の
植
生
景
観
は
ど
の
よ
う
に
移
り 

変
わ
っ
て
き
た
の
か

︱
』（
二
〇
一
二
年
四
月
）、
水
野
章
二
の
『
里
山
の
成
立
︱
中
世
の
環
境
と
資
源
』（
二
〇
一
五
年
九
月
）、
時
枝
務

の
『
山
岳
霊
場
の
考
古
学
的
研
究
』（
二
〇
一
八
年
八
月
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
民
俗
学
と
し
て
は
、古
川
が
し
た
よ
う
な
特
定
の
フ
ィ
ー

ル
ド
で
の
里
山
環
境
の
変
遷
に
つ
い
て
詳
細
な
事
例
調
査
を
行
い
、
里
山
の
変
遷
と
そ
の
周
辺
地
域
に
住
む
人
々
の
生
活
史
の
具
体
像
を
捉

え
て
い
く
こ
と
に
併
せ
て
、
こ
う
し
た
史
資
料
を
用
い
た
通
史
的
な
里
山
景
観
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
鳥
越
皓
之
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
里
山
の
歴
史
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
自
然
と
人
間
が
調
和
し
て
い
た
時
代
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
宮
家
準
が
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
空
間
の
モ
デ
ル
を
示
し
た
よ
う
に
、
里
山
空
間
や
景
観
の
伝
承
を
生
業
な
ど
の
日
常
生

活
の
面
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
の
霊
魂
観
や
死
生
観
と
い
っ
た
宗
教
生
活
の
面
か
ら
も
み
て
い
く
必
要
性
で
あ
る
。
宮
家
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
里
山
が
死
者
霊
の
集
ま
る
場
所
と
さ
れ
る
伝
承
や
、
死
者
へ
の
供
養
を
行
う
場
と
し
て
の
伝
承
例
は
実
際
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ま
で
の
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
里
山
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
宗
教
（
信
仰
）
的
空
間
と
し
て
の
検
討
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
花
見
遊
山
の
場
と
し
て
の
里
山
空
間
の
検
討
も
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
鳥
越
皓
之
は
『
花
を
た
ず

ね
て
吉
野
山
︱
そ
の
歴
史
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
に
お
い
て
、
吉
野
山
に
サ
ク
ラ
を
植
え
る
人
々
と
花
の
文
化
に
つ
い
て
論
じ
、
吉
野
山
の
花
の

名
所
と
し
て
の
成
立
や
近
現
代
に
お
け
る
サ
ク
ラ
保
全
活
動
な
ど
の
歴
史
的
変
遷
も
追
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
鳥
越
は
自
然
を
「
原
生
的

自
然
」「
使
わ
れ
た
自
然
」「
愛
で
ら
れ
た
自
然
」
に
三
分
類
し
て
い
る
。
鳥
越
は
「
愛
で
ら
れ
た
自
然
」
の
概
念
を
ふ
ま
え
て
、
吉
野
山

が
「
人
間
と
自
然
と
の
深
い
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た（

11
（

」
こ
と
を
指
摘
し
、
人
び
と
が
千
年
以
上
か
け
て
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
「
愛
で 

ら
れ
た
自
然
」
の
意
味
と
価
値
を
「
原
生
的
自
然
」
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
評
価
し
直
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
日
本
民
俗
学
で
は
、
自
然
を
生
業
な
ど
に
用
い
る
「
使
わ
れ
た
自
然
」
と
し
て
の
検
討
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る

一
方
で
、「
愛
で
ら
れ
た
自
然
」
の
研
究
は
あ
ま
り
活
発
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
里
山
研
究
に
お
い
て
も
、
里
山
の
資
源
を
生
産
生
業
や 

日
常
生
活
に
利
用
す
る
と
い
っ
た
「
使
わ
れ
た
自
然
」
の
検
討
だ
け
で
な
く
、「
愛
で
ら
れ
た
自
然
」
と
は
少
し
意
味
が
異
な
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
物
見
遊
山
を
す
る
娯
楽
的
空
間
や
死
者
供
養
を
行
う
宗
教
（
信
仰
）
的
空
間
と
し
て
と
ら
え
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で

あ
る
。

　
　
三
、
ア
カ
マ
ツ
林
と
ツ
ツ
ジ

　

以
上
の
課
題
を
ふ
ま
え
て
、
筆
者
が
考
え
て
い
る
里
山
研
究
の
展
望
を
述
べ
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、「
里
山
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
環
境
省
に
よ
れ
ば
、「
里
地
里
山
と
は
、
奥

山
と
都
市
の
中
間
に
位
置
し
、
集
落
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
二
次
林
、
そ
れ
ら
と
混
在
す
る
農
地
、
た
め
池
、
草
原
等
で
構
成
さ
れ
る
地
域

概
念（

1（
（

」
で
あ
る
と
い
う
。
同
じ
く
環
境
省
に
よ
れ
ば
、
里
地
里
山
は
国
土
の
約
四
割
を
占
め
て
い
る
と
い
い
、
そ
の
骨
格
と
な
る
二
次
林

の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
五
タ
イ
プ
六
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
分
さ
れ
る
と
い
う
。

　
　

 

・
北
海
道
に
み
ら
れ
る
「
シ
ラ
カ
ン
バ
二
次
林
な
ど
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」（
放
置
す
る
と
、や
が
て
自
然
林
に
代
わ
っ
て
い
く
）

　
　

 

・
道
南
か
ら
東
北
地
方
日
本
海
側
か
ら
新
潟
県
・
長
野
県
に
か
け
て
広
が
る
「
ミ
ズ
ナ
ラ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」（
放

置
す
る
と
、
や
が
て
ブ
ナ
な
ど
の
自
然
林
に
代
わ
っ
て
い
く
）

　
　

 

・
東
北
地
方
太
平
洋
側
か
ら
静
岡
県
に
か
け
て
広
が
る
「
コ
ナ
ラ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
東
日
本
の
里
地
里
山
」（
人
口
が
密
集
し

て
い
て
開
発
が
多
く
、
タ
ケ
・
サ
サ
の
繁
茂
が
目
立
つ
）
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・
石
川
県
か
ら
島
根
県
に
か
け
て
の
日
本
側
の
地
域
に
広
が
る
「
コ
ナ
ラ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
西
日
本
の
里
地
里
山
」（
人
口
密

度
が
低
く
、
雪
の
や
や
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
タ
ケ
の
繁
茂
が
目
立
つ
）

　
　

 

・
愛
知
県
か
ら
近
畿
地
方
と
瀬
戸
内
地
域
を
経
て
山
口
県
へ
か
け
て
広
が
る
「
ア
カ
マ
ツ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」（
人

口
が
密
集
し
て
い
る
が
、
た
め
池
な
ど
も
多
く
、
希
少
種
も
多
い
。
開
発
や
マ
ツ
枯
れ
、
タ
ケ
の
繁
茂
の
問
題
が
あ
る
）

　
　

 

・
紀
伊
半
島
か
ら
四
国
地
方
南
部
を
経
て
九
州
地
方
に
か
け
て
広
が
る
「
シ
イ
・
カ
シ
萌
芽
林
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」（
タ
ケ

が
繁
茂
し
な
け
れ
ば
、
や
が
て
シ
イ
・
カ
シ
の
自
然
林
に
移
行
す
る（

11
（

）

　

筆
者
は
、
こ
の
う
ち
「
ア
カ
マ
ツ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」
を
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
た
い
。

　

森
林
生
態
学
者
の
四
手
井
綱
英
や
農
学
者
の
養
父
志
乃
夫
ら
に
よ
る
里
山
に
つ
い
て
の
自
然
科
学
系
の
研
究
書
や
一
般
書
に
お
い
て

は
、
ア
カ
マ
ツ
林
の
里
山
に
つ
い
て
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
千
葉
徳
爾
の
研
究
を
除
け
ば
、
日
本
民
俗
学
の
里
山
研
究
で

は
ア
カ
マ
ツ
林
を
と
り
あ
げ
た
研
究
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
自
然
科
学
系
の
業
績
を
活
用
し
て
ア
カ

マ
ツ
林
の
里
山
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
歴
史
学
や
考
古
学
な
ど
の
人
文
科
学
系
の
業
績

も
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ア
カ
マ
ツ
林
は
日
本
の
里
山
を
代
表
す
る
樹
種
で
あ
る
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
景
観
は
近
年
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
ア
カ
マ
ツ
林
で
構
成
さ
れ
る
里
山
は
西
日
本
に
多
く
み
ら
れ
、
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
や
モ
チ
ツ
ツ
ジ
な
ど
の
ツ
ツ
ジ
科
の
植
物
が
一
斉
に

咲
い
て
里
山
の
美
し
い
景
観
を
形
作
っ
て
い
た
。
有
岡
利
幸
は
こ
う
し
た
景
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

中
国
・
近
畿
地
方
の
里
山
の
松
林
は
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
あ
た
り
ま
で
は
別
名
ツ
ツ
ジ
山
と
い
え
る
ほ
ど
、
松
と
ツ
ツ
ジ

が
生
育
し
て
い
た
。
モ
チ
ツ
ツ
ジ
、
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
、
コ
バ
ノ
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
、
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
、
ミ
ヤ
コ
ツ
ツ
ジ
な
ど
の
野
生
ツ
ツ

ジ
で
あ
る
。
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（
中
略
）

　
　

 

ツ
ツ
ジ
の
開
花
は
美
作
地
方
の
花
見
、
大
和
地
方
の
ダ
ケ
の
ぼ
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
農
作
業
の
合
図
だ
っ
た
。

同
時
に
、
山
か
ら
帰
る
と
き
に
は
ツ
ツ
ジ
の
花
を
折
り
と
っ
て
、
田
の
水
口
に
立
て
る
行
為
を
伴
っ
て
い
た
。
春
先
の
山
で
ピ
ン
ク

の
花
を
開
く
ツ
ツ
ジ
の
花
は
、
山
の
精
気
と
見
ら
れ
た
。
松
山
の
樹
下
で
こ
こ
か
し
こ
、
こ
ち
ら
も
向
こ
う
も
と
山
一
面
を
鮮
や
か

に
彩
る
ツ
ツ
ジ
の
花
と
そ
の
蕾
は
、
豊
か
な
稔
り
の
穂
を
垂
れ
る
稲
を
想
像
さ
せ
る
。
ツ
ツ
ジ
の
花
を
水
田
に
移
す
こ
と
は
、
里
山

が
育
ん
だ
山
の
精
気
を
田
へ
と
運
ぶ
行
為
で
あ
り
、
秋
の
豊
穣
を
祈
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
山
の
精
気
は
、
い
わ
ば
山
の
神
そ
の

も
の
で
あ
り
、
ツ
ツ
ジ
の
花
は
山
の
神
が
田
の
神
へ
と
そ
の
守
護
す
る
対
象
を
移
し
て
い
く
と
き
の
憑
代
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
ア
カ
マ
ツ
林
の
里
山
で
ツ
ツ
ジ
の
花
が
咲
く
様
子
が
美
し
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
農
作
業
の
合

図
で
あ
る
と
い
う
伝
承
な
ど
か
ら
、
ツ
ツ
ジ
の
花
を
田
の
神
の
「
憑
代
」（
依
代
）
と
す
る
解
釈
は
検
討
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
野
本

寛
一
ら
が
示
し
た
よ
う
に
、
ツ
ツ
ジ
の
咲
く
時
期
を
生
産
生
業
の
節
目
と
す
る
伝
承
は
各
地
で
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
、「
里
山
放
棄
」
に
よ
る
植
生
の
変
化
に
よ
り
、
こ
う
し
た
ツ
ツ
ジ
の
咲
き
誇
る
里
山
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
か
つ
て
の
里

山
の
景
観
を
記
憶
に
留
め
て
い
る
方
は
お
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
兵
庫
県
加
西
市
で
は
、
一
九
七
〇
年
頃
ま
で
こ
う
し
た
景
色
が
み
ら
れ
た
と
い
う
。
法
華
山
一
乗
寺
の
門
前
町
に
あ
た
る

坂
本
町
に
長
く
住
む
Ｋ
さ
ん
（
昭
和
一
九
年
生
）
は
、
卯
月
八
日
（
新
暦
の
五
月
八
日
）
の
季
節
に
は
ど
の
山
も
真
っ
赤
で
、
五
月
六
日

に
こ
の
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
の
花
を
摘
ん
で
シ
ャ
シ
ャ
キ
（
ヒ
サ
カ
キ
）
と
束
ね
、
竹
竿
の
先
に
括
り
つ
け
て
前
栽
に
高
く
掲
げ
、
仏
壇
に
は 

「
薄
い
色
で
は
仏
さ
ん
に
い
け
な
い
」
と
い
っ
て
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
の
赤
い
花
を
供
え
た
と
、
卯
月
八
日
頃
に
幻
想
的
な
景
色
が
広
が
っ
て
い

た
こ
と
を
懐
か
し
み
な
が
ら
話
し
て
く
だ
さ
っ
た（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
卯
月
八
日
に
ツ
ツ
ジ
の
花
を
門
先
に
高
く
掲
げ
た
り
仏
壇
に
供
え
た
り
す
る
伝
承
は
、
近
畿
地
方
を
中
心
に
分
布
し
て 
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お
り
、
そ
の
日
行
わ
れ
る
習
俗
か
ら
、
ツ
ツ
ジ
の
花
は
「
死
者
へ
の
供
花
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。

　

ま
た
、
有
岡
利
幸
は
幼
少
期
に
経
験
し
た
花
見
の
光
景
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　
　

 

岡
山
県
東
北
部
の
美
作
台
地
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
た
筆
者
も
、
四
月
三
日
の
月
遅
れ
の
雛
ま
つ
り
に
は
花
見
と
い
っ
て
、

母
親
に
弁
当
を
つ
く
っ
て
貰
い
、
近
く
の
小
山
に
行
っ
て
、
ツ
ツ
ジ
の
花
を
眺
め
な
が
ら
遊
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
花
見

と
は
、
ツ
ツ
ジ
の
花
を
見
る
こ
と
だ
と
長
い
間
思
い
込
み
、
桜
花
を
見
る
こ
と
が
花
見
で
あ
る
こ
と
を
中
学
生
に
な
る
頃
ま
で
知
ら

な
か
っ
た
。
筆
者
が
子
供
の
と
き
の
ツ
ツ
ジ
の
花
見
に
は
、
村
の
人
は
一
緒
で
な
く
、
筆
者
と
弟
妹
だ
け
で
あ
っ
た
。
ツ
ツ
ジ
の
花

の
枝
を
折
っ
て
帰
っ
た
こ
と
は
、
覚
え
て
い
る（

11
（

。

　

現
在
、「
花
見
」
と
い
え
ば
サ
ク
ラ
の
花
見
を
想
像
す
る
日
本
人
は
多
い
と
思
う
が
、
幼
少
期
の
有
岡
は
四
月
三
日
の
民
俗
的
経
験 

か
ら
、
花
見
を
ツ
ツ
ジ
の
花
見
と
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。「
花
」
と
い
わ
れ
て
ツ
ツ
ジ
を
想
像
す
る
感
覚
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、

近
畿
地
方
に
お
い
て
は
「
花
よ
り
団
子
」
と
い
う
諺
の
「
花
」
と
は
、
ツ
ツ
ジ
を
意
味
し
て
い
る
こ
と（

11
（

を
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
花
見
が
行
わ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
、
管
見
の
限
り
で
は
、
上
巳
節
供
の
花
見
習
俗
に
つ
い
て
全
国
の
状
況
を
論
述
し
た
も
の

は
み
ら
れ
な
い
が
、
卯
月
八
日
の
花
見
に
つ
い
て
は
筆
者
が
「
卯
月
八
日
の
花
見（

11
（

」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
花
見
を
行
う
場
所
は
高
い
と
こ

ろ
が
好
ま
れ
、
老
若
男
女
が
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
開
放
的
な
場
で
あ
り
、
そ
の
場
所
は
卯
月
八
日
に
死
者
霊
（
お
よ
そ
死
後
三
年
以
内

の
死
ん
で
間
も
な
い
死
者
の
霊
）
が
集
ま
る
と
い
わ
れ
る
場
所
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
さ
ら
に
、
花
見
が
死
者
供
養
の
一
連
の
行
事
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
一
連
の
行
事
の
構
造
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
青
森
県
と
岩
手
県
、
群
馬
県
、
兵
庫
県
で
行
わ
れ
る
卯
月

八
日
の
花
見
は
死
者
と
生
者
の
交
流
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
卯
月
八
日
に
花
見
を
行
う
場
は
集
落
周
辺

の
小
高
い
山
や
山
の
中
腹
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
は
集
落
と
の
位
置
関
係
か
ら
、
里
山
で
の
花
見
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
か
ら
課

題
と
し
て
提
示
で
き
る
の
は
、
里
山
で
の
花
見
に
お
い
て
は
生
者
と
自
然
に
加
え
て
死
者
霊
と
の
交
流
が
行
わ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 
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鳥
越
皓
之
は
人
び
と
の
手
に
よ
っ
て
サ
ク
ラ
の
山
と
な
っ
た
吉
野
山
を
「
人
間
と
自
然
と
の
深
い
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た（

11
（

」
と
い
っ

た
が
、
ツ
ツ
ジ
の
花
見
が
行
わ
れ
る
里
山
は
、
少
な
く
と
も
卯
月
八
日
に
は
人
間
と
自
然
の
ほ
か
に
死
者
霊
と
の
交
流
の
場
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、
里
山
の
ツ
ツ
ジ
の
花
が
死
者
と
生
者
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ツ
ツ
ジ
の
花
見
に
つ
い
て
卯
月
八
日
研
究
の
成
果
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
各
地
で
行
わ
れ
た
里
山
で

の
ツ
ツ
ジ
の
花
見
習
俗
の
史
資
料
を
集
積
し
て
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
加
え
、
文
学
、
昔
話
や
伝
説
な
ど
の
口
承
文
芸
の
な
か
で
ど
の
よ

う
に
ツ
ツ
ジ
の
花
が
登
場
し
、ツ
ツ
ジ
の
咲
く
里
山
が
ど
の
よ
う
な
空
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
な
ど
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
日
本
各
地
の
里
山
保
全
活
動
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
ツ
ツ
ジ
を
管
理
し
て
い
る
か
な
ど
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
含
め
、

ア
カ
マ
ツ
林
や
ツ
ツ
ジ
の
咲
く
里
山
を
め
ぐ
る
歴
史
的
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
里
山
研
究
の
成
果
を
紹
介
し
、
そ
の
課
題
を
述
べ
、
筆
者
の
業
績
を
引
用
し
な
が
ら
ア
カ
マ
ツ
林

で
構
成
さ
れ
る
里
山
で
の
ツ
ツ
ジ
の
花
見
習
俗
や
ツ
ツ
ジ
の
花
が
咲
く
里
山
の
研
究
に
際
し
て
の
課
題
を
提
示
し
た
。

　

里
山
を
め
ぐ
る
景
観
は
人
と
自
然
の
交
流
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ア
カ
マ
ツ
林
の
里
山
に
お
い
て
は
、
燃
料
や
肥
料

な
ど
の
資
源
獲
得
と
い
う
人
間
の
一
方
的
な
利
益
の
み
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
る
い
林
床
が
保
た
れ
、
そ
こ
で
は
多
様
な
動
植
物
が

育
ま
れ
た
。
里
山
の
自
然
が
農
業
、
食
生
活
な
ど
の
人
間
の
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
た
一
方
で
、
人
間
は
里
山
の
自
然
の
保
護
に
も
寄
与

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
鳥
越
皓
之
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
関
係
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
の
で 

あ
り
、
森
林
資
源
が
枯
渇
し
た
森
林
の
景
観
と
し
て
の
ア
カ
マ
ツ
林
も
み
ら
れ
た（

11
（

。
美
し
い
ア
カ
マ
ツ
林
の
景
観
や
、
多
様
な
動
植
物
の
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保
全
、
マ
ツ
タ
ケ
の
収
穫
な
ど
は
、
人
び
と
に
よ
る
適
度
な
里
山
管
理
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
民
俗
学
の
里
山
研
究
で
は
、
生
業
や
生
活
上
必
要
な
資
源
を
獲
得
す
る
場
と
し
て
の
検
討
は
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
人
び
と
と 

死
者
霊
が
交
流
す
る
宗
教
（
信
仰
）
的
空
間
、
あ
る
い
は
花
見
を
楽
し
む
と
い
う
行
楽
的
空
間
と
し
て
の
検
討
は
進
ん
で
い
な
い
。
花
見

の
多
義
性
を
考
え
る
う
え
で
も
、
民
俗
学
的
方
法
に
よ
っ
て
里
山
を
宗
教
（
信
仰
）
的
空
間
ま
た
は
行
楽
的
空
間
と
し
て
と
ら
え
な
お
し

て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　

註

　
（
1 
）
環
境
民
俗
学
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
廣
之
の
「
環
境
民
俗
学
の
視
点
と
河
川
漁
撈
研
究
」（『
大
阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』

第
一
三
号
、
大
阪
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
二
月
）
お
よ
び
山
泰
幸
・
川
田
牧
人
・
古
川
彰
編
『
環
境
民
俗
学

︱
新
し
い 

フ
ィ
ー
ル
ド
学
へ
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
〇
日
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
（
）
野
本
寛
一
『
生
態
民
俗
学
序
説
』
白
水
社
、
一
九
八
七
年
三
月
二
〇
日

　
（
（ 
）
野
本
は
、
大
井
川
流
域
の
民
俗
調
査
を
重
ね
る
う
ち
、「
民
俗
現
象
を
「
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
」
と
い
う
原
点
に
さ
し
も
ど

し
て
見
つ
め
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
生
態
学
的
な
視
点
か
ら
民
俗
文
化
を
見
つ
め
直

す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
い
、「
生
態
学
を
人
文
科
学
と
結
び
つ
け
、
と
き
に
止
揚
す
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
日
本
民

俗
学
は
必
ず
し
も
積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
」
と
述
べ
、
日
本
民
俗
学
に
動
植
物
に
か
か
わ
る
研
究
の
膨
大
な
蓄
積
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
「
生
態
民
俗
学
」
的
な
視
点
で
学
び
直
す
こ
と
の
意
義
を
説
い
て
い
る
。「
生
態
民
俗
学
」
と
は
、
民
俗

学
を
学
の
主
体
と
し
た
「
生
態
学
的
な
視
点
に
立
っ
た
民
俗
学
」「
生
態
学
的
な
着
眼
・
発
想
に
よ
る
民
俗
現
象
の
研
究
」
と
定
義
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し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
自
然
環
境
、
人
為
的
環
境
、
環
境
へ
の
適
応
、
環
境
変
革
な
ど
を
包
括
し
た
「
環
境
民
俗
学
」
が
将
来
に

お
い
て
成
立
す
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、「
生
態
民
俗
学
」
が
主
翼
と
な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
」
と
、

立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。

　
（
（
）
野
本
寛
一
『
共
生
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア　

民
俗
の
環
境
思
想
』
青
土
社
、
一
九
九
四
年
四
月
一
五
日

　
（
5 
）
野
本
寛
一
『
季
節
の
民
俗
誌
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
七
月
二
五
日

　
（
（ 
）
野
本
寛
一
『
自
然
暦
と
環
境
口
誦
の
世
界
』
大
河
書
房
、
二
〇
二
一
年
四
月
二
〇
日

　
（
（ 
）
野
本
寛
一
『
生
き
も
の
民
俗
誌
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
九
年
七
月
三
〇
日

　
（
（ 
）
篠
原
徹
『
自
然
と
民
俗　

心
意
の
な
か
の
動
植
物
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
〇
年
四
月
二
五
日

　
（
（ 
）
前
掲
（
（
）
二
〇
七
頁

　
（
10
）
篠
原
徹
『
海
と
山
の
民
俗
誌
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
二
月
一
〇
日

　
（
11
）
前
掲
（
10
）
二
四
七
頁

　
（
1（ 
）
野
本
寛
一
・
福
田
ア
ジ
オ
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
学
４
環
境
の
民
俗
』
雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
一
一
月
二
〇
日

　
（
1（ 
）
景
観
に
つ
い
て
の
研
究
史
は
、
松
崎
憲
三
「
景
観
の
民
俗
学
︱
山
麓
農
村
の
景
観
︱
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
四
集
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
八
四
年
三
月
）、
中
山
正
典
「
暮
ら
し
と
生
業
の
空
間
」（
野
本
寛
一
・
福
田
ア
ジ
オ
編 

『
講
座
日
本
の
民
俗
学
４
環
境
の
民
俗
』
雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
一
一
月
二
〇
日
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
1（ 
）
福
田
ア
ジ
オ
『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』
弘
文
堂
、
一
九
八
〇
年
三
月
二
〇
日
。
な
お
、
ム
ラ
︱
ノ
ラ
︱
ヤ
マ
の
領
域
論
は 

「
村
落
領
域
論
」（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
一
二
巻
二
号
、
武
蔵
大
学
人
文
学
会
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
）
が
初
出
。

　
（
15
）
宮
家
準
『
生
活
の
な
か
の
宗
教
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
（（（
）
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
一
日
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（
1（ 
）
前
掲
（
15
）
三
八
頁

　
（
1（ 
）
鳥
越
皓
之
編
『
試
み
と
し
て
の
環
境
民
俗
学
︱
琵
琶
湖
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
』
雄
山
閣
、
一
九
九
四
年
二
月

　
（
1（ 
）
伊
藤
廣
之
は
「
環
境
民
俗
学
の
視
点
と
河
川
漁
撈
研
究
」（
前
掲
（
1
））
に
お
い
て
、「
野
本
寛
一
の
生
態
民
俗
学
が
い
わ
ば 

実
体
論
的
な
捉
え
方
で
あ
り
、
篠
原
徹
の
民
俗
自
然
誌
が
い
わ
ば
人
間
を
主
体
と
し
た
認
識
論
的
な
捉
え
方
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

鳥
越
の
環
境
民
俗
学
は
、
生
活
の
な
か
の
所
有
権
や
暮
ら
し
の
ル
ー
ル
と
い
っ
た
、
人
び
と
の
生
活
の
立
場
と
の
か
か
わ
り
か
ら

自
然
と
人
間
の
関
係
性
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」（
五
五
頁
）
と
、
三
者
の
環
境
の
捉
え
方
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

　
（
1（ 
）
鳥
越
皓
之
「
序
章　

花
の
あ
る
け
し
き
」
鳥
越
皓
之
編
『
講
座
人
間
と
環
境
第
４
巻
景
観
の
創
造
︱
民
俗
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』

昭
和
堂
、
一
九
九
九
年
九
月
二
〇
日

　
（
（0 
）
鳥
越
皓
之
『
花
を
た
ず
ね
て
吉
野
山
︱
そ
の
歴
史
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
』（
集
英
社
新
書
〇
一
八
二
Ｄ
、
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
二
月

一
九
日

　
（
（1 
）
古
川
彰
「
第
３
章　

山
里
の
景
観

︱
矢
作
川
流
域
に
み
る
人
び
と
の
暮
ら
し
と
山
村
の
変
化
」
前
掲
（
1（
）
七
〇
頁

　
（
（（ 
）
土
屋
俊
幸
「
山
村
」『
日
本
村
落
史
講
座
三
景
観
二
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
、
一
八
一
～
一
九
七
頁

　
（
（（ 
）
前
掲
（
1（
）
七
四
頁

　
（
（（ 
）
鳥
越
皓
之
『
環
境
社
会
学
︱
生
活
者
の
立
場
か
ら
考
え
る
︱
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
六
日

　
（
（5 
）
鳥
越
皓
之
「
農
用
林
と
し
て
の
里
山
と
暮
ら
し
」
群
馬
歴
史
民
俗
研
究
会
編
『
歴
史
・
民
俗
か
ら
み
た
環
境
と
暮
ら
し
』（
岩
田

書
院
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
歴
史
考
古
学
系
Ｈ
1（
）、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年
三
月

　
（
（（ 
）
前
掲
（
（5
）
四
六
頁
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（
（（ 
）
千
葉
徳
爾
『
は
げ
山
の
研
究
』
農
林
協
会
、
一
九
五
六
年
一
〇
月
。
増
補
改
訂
版
が
そ
し
え
て
よ
り
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（
）
千
葉
徳
爾
『
は
げ
山
の
文
化
』
学
生
社
、
一
九
七
三
年

　
（
（（
）
前
掲
（
（
）
六
六
五
頁

　
（
（0
）
前
掲
（
（0
）
一
七
八
頁

　
（
（1 
）
環
境
省
「
里
地
里
山
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
二
〇
〇
四
年
九
月
、
二
頁
。
環
境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
（https://

w
w

w
.env.go.jp/nature/satoyam

a/pam
ph/all.pdf　

二
〇
二
三
年
九
月
三
〇
日
閲
覧
）。

　
（
（（
）
前
掲
（
（1
）
三
頁
の
内
容
を
筆
者
が
整
理
し
た
。

　
（
（（ 
）
有
岡
利
幸
『
里
山
Ⅱ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
三
月
一
日
、
一
九
三
～
一
九
四
頁

　
（
（（ 
）
筆
者
調
査
。
二
〇
一
五
年
八
月
十
九
日
、
二
〇
一
六
年
三
月
二
日
、
兵
庫
県
加
西
市
坂
本
町
。
な
お
、
ア
カ
マ
ツ
︱
モ
チ
ツ
ツ

ジ
群
落
は
「
加
西
市
で
は
最
も
広
く
分
布
し
て
」
お
り
、
坂
本
町
が
位
置
す
る
「
南
部
で
は
マ
ツ
枯
れ
に
よ
り
、
壊
滅
的
な
状
況

で
あ
る
」（
加
西
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
加
西
市
史
』
第
三
巻
本
編
（
自
然
、
加
西
市
、
二
〇
〇
二
年
九
月
一
〇
日
、
三
三
七
頁
）

と
い
う
が
、「
加
西
市
史
第
三
巻
付
図
３　

加
西
市
現
存
植
生
図
」
を
み
る
と
、
近
年
で
も
坂
本
町
周
辺
は
ア
カ
マ
ツ
︱
モ
チ
ツ
ツ

ジ
群
落
に
囲
ま
れ
て
い
る
。「
里
山
放
棄
」
に
よ
り
、
林
床
が
暗
く
な
っ
た
結
果
、
以
前
の
よ
う
に
多
く
の
ツ
ツ
ジ
の
花
が
咲
く
こ

と
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
（
（5 
）
伊
藤
新
之
輔
「
卯
月
八
日
の
竿
花
︱
天
道
花
習
俗
の
分
布
と
伝
承
内
容
︱
」『
伝
承
文
化
研
究
』
第
一
八
号
、
國
學
院
大
學
伝
承

文
化
学
会
、二
〇
二
一
年
六
月
二
〇
日
。
具
体
的
に
は
、近
畿
地
方
（
滋
賀
県
、京
都
府
、大
阪
府
、兵
庫
県
、奈
良
県
、和
歌
山
県
）、

福
井
県
、
三
重
県
伊
賀
地
方
、
香
川
県
、
徳
島
県
、
岡
山
県
東
部
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
（
岡
山
県
・
香
川
県
）、
山
口
県
、
福
岡
県
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筑
後
地
域
、
対
馬
、
佐
渡
島
、
長
野
県
中
南
部
、
静
岡
県
西
部
で
分
布
が
確
認
で
き
る
。

　
（
（（
）
前
掲
（
（（
）
二
四
～
二
五
頁

　
（
（（ 
）
伊
藤
新
之
輔
「「
花
よ
り
団
子
」
と
ツ
ツ
ジ
の
花
見
」『
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
第
七
号
、
南
開
大
学
外
国
語
学
院
東
ア
ジ
ア 

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
」
編
集
委
員
会
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
〇
日

　
（
（（ 
）
伊
藤
新
之
輔
「
卯
月
八
日
の
花
見
」『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
︱
文
学
研
究
科
︱
』
第
五
四
輯
、
國
學
院
大
學
大
学
院
、

二
〇
二
三
年
二
月
二
八
日

　
（
（（ 
）
前
掲
（
（0
）
一
七
八
頁

　
（
（0 
）
前
掲
（
（（
）
お
よ
び
（
（（
）。
前
述
の
よ
う
に
、
ア
カ
マ
ツ
は
森
林
資
源
が
枯
渇
し
た
里
山
に
お
い
て
、
植
生
遷
移
の
過
程
で
林

立
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
放
置
し
て
い
れ
ば
カ
シ
や
シ
イ
な
ど
の
照
葉
樹
林
へ
と
遷
移
し
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
カ
マ
ツ

林
は
森
林
が
復
活
し
て
い
く
過
程
に
あ
る
と
い
え
る
（
石
井
実
・
植
田
邦
彦
・
重
松
敏
則
『
里
山
の
自
然
を
守
る
』
築
地
書
館
、

三
四
～
三
七
頁
）。

〔
付
記
〕 　

本
稿
は
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
「〈
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
〉
と
建
学
の
精
神
」
研
究
事
業
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


