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環
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史
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史
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究
の
展
開

　

近
年
の
環
境
史
に
お
け
る
「
帝
国
と
環
境
」
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
バ
ー
ト
ン
の
『
帝
国
林
業
と
環
境
主
義
の
起

源
』（Barton: 2004

）
は
環
境
主
義
と
帝
国
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
議
論
を
提
起
し
た
と
い
う
点
で
画
期
的
な
著
作
で
あ
っ

た
。
バ
ー
ト
ン
は
同
書
に
お
い
て
、「
環
境
主
）
1
（
義
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
始
ま
っ
た
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
一
九
世
紀
の
英
領

イ
ン
ド
に
お
け
る
植
民
地
官
僚
に
よ
る
新
た
な
森
林
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
そ
の
答
え
を
見
出
し
て
い
る
。
英
領
イ
ン
ド
で
森
林
総
監

査
官
を
務
め
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
統
治
の
必
要
性
、
経
済
的
な
収
益
性
、
そ
し
て
生
態
学
的
な
必
要
性
を
調
和
さ
せ
る

多
目
的
な
森
林
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
帝
国
林
業
の
モ
デ
ル
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
う
し
た
英
領
イ
ン
ド
初
の
帝
国
林
業
モ
デ
ル
は
、
そ
の
後
、
ア
フ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
そ
し
て
北
米
な
ど
世
界
中
の
英
連

邦
領
に
広
が
り
、
国
際
的
な
環
境
主
義
の
思
想
の
普
及
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
。
帝
国
主
義
と
環
境
主
義
の
関
連
性
に
つ
い

て
は
、
す
で
にGrove

（1995

）
やK

atz

（1995

）、Rajan

（1998

）
等
に
よ
る
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
バ
ー
ト
ン
は
こ
の
問
題

を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
英
帝
国
に
よ
る
植
民
地
経
営
の
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
そ
の
後
の
国
際
的
な
環
境
主
義
思
想
の

発
展
に
つ
な
げ
て
理
解
し
た
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
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図序-1　環境保全の歴史
出典：Lavigne（2006, p.4）の Figure1-1を一部改変。
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ま
た
、
バ
ー
ト
ン
は
一
九
四
五
年
以
前
の
環
境
主
義
に
お
い
て
は
資
源
の
適
正

利
用
を
め
ぐ
る
功
利
主
義
的
な
保
全
概
念
が
中
心
で
あ
り
、
こ
の
功
利
主
義
的
な

環
境
主
義
は
帝
国
の
文
脈
で
発
展
し
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
新
し
い
帝
国
的
な
自

然
管
理
は
、
国
家
権
力
の
大
幅
な
拡
大
と
植
民
地
科
学
の
発
展
と
い
う
新
し
い
タ

イ
プ
の
進
化
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
点
に
帝
国
主
義
と
環

境
主
義
の
歴
史
的
な
結
び
つ
き
を
見
出
し
て
い
る
（Barton: 2001, 542︲543

）。

W
orster

（1994

）
やLavigne

（2006

）
に
よ
れ
ば
、
米
国
に
お
け
る
環
境
保
全

の
ル
ー
ツ
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
潮
流
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。
一
つ
は
英
国
の

牧
師
・
博
物
学
者
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ホ
ワ
イ
ト
に
始
ま
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
環
境
保

全
の
流
れ
で
あ
り
、
ミ
ュ
ー
ア
に
代
表
さ
れ
る
後
の
米
国
の
保
護
主
義
的
な
保
全

（protectionist school of conservation

）
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
英
国
の
法
学
者
・
哲
学
者
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
に
始
ま
る
功
利
主
義
的
な

環
境
保
全
の
流
れ
で
あ
り
、
ギ
フ
ォ
ー
ド
・
ピ
ン
シ
ョ
ー
に
代
表
さ
れ
る
後
の
米

国
の
進
歩
主
義
的
な
保
全
（progressive conservat

）
2
（ion

）
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
（
図
序︲
1
）。
バ
ー
ト
ン
が
指
摘
し
た
の
は
、
こ
の
後
者
の
進
歩
主
義
的
な

保
全
概
念
（
バ
ー
ト
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
功
利
主
義
的
な
環
境
主
義
）
が
、
英
帝

国
に
よ
る
植
民
地
経
営
と
植
民
地
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
の
中
で
発
展
し
て
い

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
が
、Lavigne

（2006

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た

進
歩
主
義
的
な
保
全
概
念
こ
そ
が
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
持
続
可
能
な
開
発
概
念
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に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
バ
ー
ト
ン
が
指
摘
し
た
環
境
主
義
と
帝
国
主
義
の
結
び
つ
き
は
、
形
を

変
え
て
現
代
の
「
持
続
可
能
な
開
発
」
概
念
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
環
境
主
義
思
想
の
起
源
を
西
欧
列
強
の
植
民
地
開
発
の
思
想
と
実
践
、
植
民
地
科
学
の
展
開
を
通
じ
た
環
境
に
関

す
る
新
た
な
知
の
生
産
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
求
め
る
と
い
う
問
題
設
定
は
、
例
え
ばRajan

（2006

）
や
水
野
（2006

）、Beinart 

and H
ughes

（2009
）、Bankoff

（2009

）
な
ど
、
そ
の
後
の
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
発
展
し
て
き
て
い
る
。
と
り

わ
け
、
植
民
地
科
学
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
西
欧
か
ら
非
西
欧
へ
の
植
民
地
科
学
の
一
方
向
的
な
「
拡
散
」
や
帝
国
支
配
の
「
道

具
」
と
し
て
の
植
民
地
科
学
と
い
っ
た
固
定
的
・
対
立
的
な
視
点
か
ら
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
西
欧
的
な
知
と
植
民
地
の
ロ
ー

カ
ル
な
知
の
相
互
作
用
や
、
植
民
地
科
学
者
や
植
民
地
官
僚
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
環
境
に
関
す
る
新
た
な
知
や
認
識
が
形
成
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
（Bennett and H

odge 2011

）。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
水
野
（2020

）
は
、
英
帝
国
の
植
民
地
体
制

に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
開
発
」
概
念
と
植
民
地
科
学
者
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
開
発

援
助
体
制
の
成
立
過
程
で
途
上
国
の
資
源
開
発
に
対
す
る
技
術
援
助
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
植

民
地
科
学
者
に
よ
る
調
査
・
研
究
の
展
開
と
国
際
的
な
開
発
援
助
へ
の
積
極
的
な
関
与
に
よ
っ
て
開
発
と
環
境
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と

の
必
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
一
九
七
二
年
の
国
連
人
間
環
境
会
議
へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
環
境
史
に
お
け
る
「
帝
国
と
環
境
」
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
現
代
の
環
境
主
義
思
想
の
起
源
が
帝
国
主

義
時
代
の
植
民
地
経
営
に
お
け
る
開
発
と
保
護
を
め
ぐ
る
思
想
と
実
践
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
思
想
と
実
践
が
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
文
脈
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
は
、
本
書
「
ま
え

が
き
」
に
記
し
た
現
代
の
森
林
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
十
分
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
視
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
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2
　
な
ぜ
、
日
本
帝
国
の
森
林
な
の
か

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
近
年
の
環
境
史
に
お
け
る
「
帝
国
と
環
境
」
に
関
す
る
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
西
欧
帝
国
主
義
、
中
で
も

英
帝
国
主
義
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
点
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ン
ド
や
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
非
西
欧
地
域
も
、
そ
れ
ら
が
英
帝

国
の
植
民
地
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
歴
史
上
、
帝
国
主
義
の
形
は
様
々
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
環
境
へ

の
関
わ
り
方
も
ま
た
多
様
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
近
代
以
降
の
非
西
欧
諸
国
に
お
け
る
唯
一
の
帝
国
主
義
国
家
で
あ

っ
た
日
本
は
、
そ
の
歴
史
的
地
理
的
状
況
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
帝
国
主
義
の
道
を
た
ど
り
、
多
く
の
点
で
ユ

ニ
ー
ク
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
マ
ー
ク
・
ピ
ー
テ
ィ
（2012

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
隣
接
す
る
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
勢
力
拡
大
と
い
う

日
本
帝
国
主
義
の
特
徴
は
地
政
学
的
戦
略
性
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
先
発
の
欧
米
帝
国
主
義
に
よ
る
植
民
地
拡
大

と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。「
日
本
を
海
外
帝
国
の
建
設
に
踏
み
切
ら
せ
た
要
因
の
中
で
最
も
突
出
し
、
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
島

国
と
し
て
の
安
全
保
障
上
の
利
益
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。（
中
略
）
近
代
植
民
地
帝
国
の
中
で
、
こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
戦

略
的
な
思
考
に
導
か
れ
、
ま
た
当
局
者
の
間
に
こ
れ
ほ
ど
慎
重
な
考
察
と
広
範
な
見
解
の
一
致
が
見
ら
れ
た
例
は
な
い
。」（
ピ
ー
テ

ィ
ー
：2012, p. 26

）
そ
し
て
、
総
力
戦
を
戦
う
と
い
う
観
点
か
ら
帝
国
圏
が
有
機
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
人
的
資
源
を
含
む
様
々
な
資
源

が
動
員
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
帝
国
の
際
立
っ
た
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

森
林
の
保
護
と
開
発
を
考
え
る
う
え
で
も
、
こ
れ
ら
の
点
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
英
帝
国
に
お
け
る
植
民
地
の
森
林
政

策
と
は
異
な
り
、
日
本
帝
国
に
お
い
て
は
日
本
本
土
の
森
林
政
策
、
林
業
政
策
と
の
密
接
な
関
係
の
う
え
に
植
民
地
や
支
配
地
域
の
森
林

経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
総
力
戦
体
制
の
も
と
で
は
日
本
を
中
心
と
し
て
植
民
地
の
樺
太
、
北
海
道
、

朝
鮮
、
台
湾
か
ら
、
日
本
の
勢
力
圏
と
さ
れ
た
満
州
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
を
包
含
す
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
す
べ
て
の
資
源
を

総
動
員
し
て
戦
争
を
戦
い
抜
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
森
林
資
源
も
そ
う
し
た
総
動
員
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
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で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
近
接
す
る
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
植
民
地
拡
張
と
い
う
日
本
帝
国
の
特
徴
は
、M

orris-Suzuki

（2013

）
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
中
心
（
本
土
）
と
周
辺
（
植
民
地
・
支
配
地
）
と
の
環
境
的
な
相
互
作
用
の
可
能
性
を
高
め
、
西
欧
帝
国
主
義
と
は
異
な
る
植
民

地
科
学
と
資
源
利
用
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。M

orris-Suzuki

（2013

）
は
、
そ
う
し
た
日
本
帝
国
の
森
林

政
策
の
特
徴
と
し
て
合
理
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
混
在
を
指
摘
し
、
そ
の
点
に
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
植
民
地
的
近
代
性
（colonial m

o-

dernity

）
の
核
心
を
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
的
な
専
門
知
識
や
分
類
、
計
測
、
地
図
化
を
旨
と
す
る
科
学
的
林
業
の
合
理
主

義
が
支
配
的
と
な
る
一
方
で
、「
愛
林
思
想
」
の
普
及
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
森
を
愛
す
る
民
族
」
と
し
て
の
日
本
人
と
い
う

自
然
と
人
間
と
の
特
殊
な
結
び
つ
き
の
う
え
に
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
も
併
存
す
る
点
に
、
西

欧
の
帝
国
林
業
と
は
異
な
る
日
本
の
帝
国
林
業
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
合
理
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
が
混
在
す
る
日
本
の
帝
国
林
業
に
お
い
て
、
森
林
の
保
護
と
開
発
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
本
書
第
六
章
の
朝
鮮
に
お
け
る
帝
国
林
業
の
性
格
規
定
を
め
ぐ
る
問
題
で
も
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
植
民

地
に
お
け
る
日
本
の
森
林
政
策
に
つ
い
て
は
、
植
民
地
か
ら
土
地
や
資
源
を
収
奪
し
た
と
す
る
「
収
奪
論
」
と
、
植
民
地
の
経
済
や
社
会

を
近
代
化
さ
せ
た
と
す
る
「
近
代
化
論
」
の
間
で
揺
れ
動
い
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
収
奪
か
近
代
化
か
と
い

う
二
元
論
で
は
、
実
際
の
帝
国
林
業
の
様
態
を
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
、
台
湾
総
督
府
林
業
試
験
場
技
師
で
後
に
九

州
帝
国
大
学
教
授
と
な
る
金
平
亮
三
は
植
物
学
者
と
し
て
植
物
標
本
の
収
集
・
分
類
に
心
血
を
そ
そ
ぐ
と
同
時
に
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
森

林
資
源
開
発
を
促
進
す
る
た
め
の
応
用
的
・
実
践
的
な
研
究
も
行
っ
た
。
ま
た
、
朝
鮮
総
督
府
殖
産
局
山
林
課
初
代
課
長
を
務
め
、
後
に

自
ら
の
林
業
事
務
所
を
開
業
し
た
齋
藤
音
作
は
、
植
民
地
官
僚
と
し
て
朝
鮮
の
山
林
緑
化
に
尽
力
し
た
が
、
そ
う
し
た
緑
化
事
業
を
日
本

帝
国
の
中
国
大
陸
へ
の
進
出
の
「
試
金
石
」
と
位
置
付
け
、
内
地
の
日
本
人
に
朝
鮮
で
の
植
林
事
業
へ
の
投
資
を
呼
び
か
け
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
、
帝
国
林
業
を
め
ぐ
る
思
想
と
実
践
は
複
雑
で
あ
り
、
収
奪

―
近
代
化
の
単
純
な
図
式
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、

植
民
地
の
荒
廃
し
た
林
野
を
緑
化
し
森
林
を
保
全
す
る
こ
と
と
、
日
本
帝
国
の
資
源
開
発
政
策
の
も
と
で
植
民
地
の
森
林
資
源
を
活
用
す
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る
こ
と
が
両
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
西
欧
帝
国
主
義
と
は
異
な
る
日
本
帝
国
主
義
と
環
境
主
義
と
の
結
び
つ
き
の
一
端
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
総
力
戦
体
制
の
も
と
で
帝
国
圏
が
有
機
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
様
々
な
資
源
が
動
員
さ
れ
た
と
い
う
日
本
帝
国
主
義
の
特
徴
を

考
え
る
う
え
で
重
要
に
な
る
の
が
、
森
林
の
「
資
源
化
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
農
業
史
の
野
田
公
夫
ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
植
民
地
や

支
配
地
域
を
含
む
旧
日
本
帝
国
に
お
い
て
は
総
力
戦
体
制
と
結
び
つ
い
て
総
体
と
し
て
自
然
の
「
資
源
化
」
が
促
進
さ
れ
、
こ
れ
が
そ
の

後
の
資
源
利
用
の
基
礎
を
形
作
っ
た
と
指
摘
す
る
（
野
田
：2013a, b

）。「
資
源
化
（resourcing

）」
と
は
、
自
然
的
素
材
が
生
産
・
消
費

活
動
の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、「
と
り
わ
け
日
本
に
お
い
て
は
総
力
戦
体
制
と
抱
き
合
わ
せ

で
軍
と
政
策
サ
イ
ド
に
よ
っ
て
積
極
的
に
採
用
さ
れ
、
い
わ
ば
政
治
的
に
、
国
を
挙
げ
て
「
資
源
化
」
が
促
進
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
大
き
な

特
徴
が
あ
っ
た
。」（
野
田2013a: 2 
）
と
さ
れ
）
3
（
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
総
力
戦
体
制
の
も
と
で
は
、
国
力
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
資
源
こ
そ

が
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
と
と
も
に
、
国
力
と
い
う
ト
ー
タ
ル
な
概
念
に
対
処
す
べ
く
資
源
概
念
自
体
が
包
括
的
な
も
の
へ
と
拡
張
さ
れ

た
。」（
野
田
：2013a, p. 5

）
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
然
的
素
材
が
経
済
活
動
の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
け

で
な
く
、
国
力
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
帝
国
の
自
然
」
と
い
う
問

題
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
単
に
資
本
主
義
的
発
展
の
た
め
の
素
材
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
軍
事
的
、
政
治
的
、
社

会
的
、
文
化
的
な
潜
在
力
の
増
強
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
る
中
で
「
帝
国
の
自
然
」
が
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
と
り

わ
け
日
本
に
お
け
る
森
林
資
源
の
保
全
と
開
発
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

森
林
も
、
た
だ
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
に
自
生
し
て
い
る
だ
け
で
は
利
用
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
ゆ
え
に
資
源
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
な
い

が
、
ひ
と
た
び
そ
こ
に
利
用
価
値
が
見
出
さ
れ
れ
ば
、
開
発
の
た
め
の
潜
在
的
な
資
源
と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
ま
な
ざ
し
が
最
も
顕
在
化
し
て
く
る
の
が
総
力
戦
下
の
総
動
員
体
制
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
野
田
ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
メ

ン
バ
ー
と
し
て
近
代
日
本
に
お
け
る
森
林
の
資
源
化
に
つ
い
て
検
討
し
た
大
田
（2013
）
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
総
力
戦
下
の
国
家
総
動
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員
体
制
の
も
と
で
木
材
増
産
が
強
引
に
進
め
ら
れ
た
結
果
、
森
林
資
源
の
劣
化
が
進
行
し
た
と
指
摘
し
、
明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か

け
て
動
き
出
し
た
森
林
資
源
化
の
動
き
は
総
力
戦
体
制
の
も
と
で
崩
壊
し
た
と
位
置
付
け
て
い
る
。
確
か
に
、
計
画
的
・
規
則
的
な
伐
採

と
植
林
に
基
づ
く
近
代
的
な
森
林
管
理
を
通
じ
て
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
的
な
木
材
生
産
を
可
能
と
す
る
と
い
う
保
続
林
業
の
考
え
方

（
そ
し
て
、
そ
れ
は
日
本
の
近
代
林
学
の
中
心
に
あ
っ
た
思
想
で
あ
る
）
に
基
づ
け
ば
、
軍
需
用
材
供
出
の
た
め
過
伐
を
繰
り
返
し
日
本
本
土

の
森
林
荒
廃
を
引
き
起
こ
し
た
戦
時
下
の
森
林
利
用
は
お
世
辞
に
も
持
続
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
日
本
が
総
力

戦
の
時
代
に
突
き
進
み
出
し
た
一
九
三
〇
年
代
以
降
は
、
第
三
章
で
見
る
よ
う
に
御
大
典
記
念
緑
化
運
動
や
愛
林
運
動
、
挙
国
造
林
運
動

な
ど
国
家
を
挙
げ
て
緑
化
運
動
が
進
め
ら
れ
た
時
代
で
も
あ
る
。
ま
た
、
第
八
章
で
見
る
よ
う
に
、
不
足
す
る
日
本
本
土
の
森
林
資
源
の

代
わ
り
と
な
る
新
た
な
森
林
資
源
を
求
め
て
南
方
へ
と
進
出
し
た
時
代
で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
日
本
帝
国
林
業
の
全
体
の
中
で
相
互
に

関
連
し
合
い
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
も
含
め
て
日
本
の
帝
国
林
業
の
全
体
を
見
た
時
に
、
や
は
り
総
力
戦
体
制
の

も
と
で
森
林
の
「
資
源
化
」
が
進
行
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

M
orris-Suzuki

（2013

）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
帝
国
の
森
林
・
林
業
に
関
す
る
研
究
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。『
北
洋
材
経
済

史
論
』（
萩
野
：1957

）、『
南
洋
材
経
済
史
論
』（
萩
野
：1961

）、『
朝
鮮
・
満
州
・
台
湾
林
業
発
達
史
論
』（
萩
野
：1965

）、『
日
本
軍
政

と
南
方
占
領
地
林
政
』（
萩
野
：1997

）、『
日
露
国
際
林
業
関
係
史
論
』（
萩
野
：2001

）
な
ど
、
萩
野
敏
雄
に
よ
る
一
連
の
経
済
史
的
研

究
は
徹
底
し
て
一
次
資
料
に
基
づ
い
て
実
証
を
お
こ
な
う
そ
の
緻
密
な
分
析
手
法
と
と
も
に
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
先
駆
的
な
研
究
と
し

て
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
展
段
階
論
的
な
視
点
は
先
述
の
よ
う
な
現
代
へ
と
繫
が
る
環
境
主
義
の
問
題
や
帝
国
林
業

の
問
題
、
総
力
戦
体
制
の
も
と
で
の
資
源
化
の
問
題
等
を
把
握
す
る
に
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
一
方
、
近
年
に
お
い
て
は
本
書
と

問
題
意
識
を
共
有
す
る
よ
う
な
研
究
も
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
現
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
世
界
各
地
の
森
林
破
壊
の
歴
史
を
多
角
的
に

検
証
し
た
井
上
貴
子
ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
研
究
（
井
上
：2011

）
は
、
先
に
紹
介
し
た
海
外
の
環
境
史
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら

日
本
帝
国
を
含
む
世
界
各
地
の
森
林
破
壊
に
つ
い
て
そ
の
要
因
や
背
景
を
多
角
的
に
検
討
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
編
者
の
井
上
（2011, 
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pp. 26︲27

）
に
よ
る
「
近
代
の
帝
国
本
国
／
先
進
国
お
よ
び
植
民
地
・
従
属
国
／
途
上
国
に
お
け
る
森
林
破
壊
あ
る
い
は
保
全
の
実
態
を

把
握
し
、
通
時
的
な
視
点
か
ら
再
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
は
本
書
の
問
題
意
識
と
共
通
し
て
い
る
。

　

日
本
帝
国
内
の
個
別
地
域
に
お
け
る
帝
国
林
業
の
展
開
に
関
す
る
研
究
は
、
本
書
の
執
筆
者
に
よ
る
も
の
も
含
め
て
、
近
年
着
実
に
蓄

積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
竹
本
（2009

）
は
近
代
日
本
に
お
け
る
学
校
林
の
形
成
と
展
開
を
森
と
教
育
を
め
ぐ
る
共
同
関
係
と
い
う
視
点
か
ら

歴
史
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
日
本
本
土
や
朝
鮮
に
お
け
る
緑
化
運
動
の
実
態
が
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
前

掲
の
井
上
（2011

）
所
収
の
松
本
（2011

）
に
よ
る
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
緑
化
主
義
に
関
す
る
検
討
と
も
関
連
し
て
、
た
い
へ
ん
興
味

深
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
米
家
（2019

）
は
、
歴
史
地
理
学
の
視
点
か
ら
近
世
か
ら
近
代
に
至
る
焼
畑
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

近
代
以
降
の
焼
畑
に
つ
い
て
は
国
土
の
植
生
管
理
と
い
う
観
点
か
ら
近
代
林
学
が
焼
畑
を
ど
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
植
民

地
朝
鮮
に
お
い
て
環
境
保
全
の
文
脈
か
ら
焼
畑
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
本
書
の
問
題
意
識
を

先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
な
お
、
同
様
の
視
点
か
らK

om
eie

（2006, 2021

）
は
植
民
地
朝
鮮
や
植
民
地
台
湾
の
植
生
、
と

り
わ
け
焼
畑
や
原
野
な
ど
の
植
生
を
日
本
の
林
学
者
・
林
業
官
僚
が
ど
の
よ
う
に
ま
な
ざ
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
近

年
の
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て
、Fedm

an
（2020

）
に
よ
る
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
森
林
保
全
に
関
す
る
研
究
が
挙

げ
ら
れ
る
。Fedm

an

は
、
日
本
帝
国
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
造
林
や
育
林
、
そ
し
て
愛
林
運
動
な
ど
の
諸
実
践
が
植
民
地
朝
鮮
に
お

け
る
国
家
権
力
の
重
要
な
側
面
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
日
本
帝
国
林
業
研
究
の
重
要
な
成
果
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
ま
た
台
湾
に
関
し
て
は
、
中
島
（2021

）
が
日
本
帝
国
の
南
方
関
与
の
歴
史
に
お
け
る
台
湾
の
位
置
付
け
と
い
う
観
点
か
ら
、
台

湾
林
政
の
推
移
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
台
湾
総
督
府
の
林
業
試
験
研
究
機
関
に
お
け
る
試
験
研
究
の
検
討
を
通
じ
て
、
帝
国
林
業
に
お

け
る
森
林
管
理
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
植
民
地
台
湾
の
帝
国
林
業
に
つ
い
て
は
台
湾
人
研
究
者
に
よ
っ
て
多
く
の
研
究
成

果
が
出
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
一
九
一
〇
年
代
に
実
施
さ
れ
た
林
野
調
査
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
「
準
要
存
置
林
野
」
が
、
当
時
の
台
湾

に
お
け
る
行
政
空
間
と
林
業
空
間
、
そ
し
て
先
住
民
族
の
生
活
空
間
の
重
層
的
関
係
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
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批
判
的
に
検
討
し
た
洪
ほ
か
（2019

）
の
研
究
は
、
帝
国
林
業
と
台
湾
先
住
民
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
樺
太

に
つ
い
て
は
中
山
（2013, 2014

）
が
農
業
史
や
移
民
史
研
究
の
視
点
か
ら
い
く
つ
も
の
研
究
成
果
を
上
げ
て
き
て
お
り
、
そ
の
中
で
樺

太
林
業
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
一
方
、
満
洲
に
つ
い
て
は
、
永
井
（2011, 2013

）
が
日
本
に
よ
る
満
州
で
の
森
林

開
発
の
実
態
と
、
そ
れ
が
満
洲
の
森
林
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
帝
国
主
義
は
そ
の
地
政
学
的
特
徴
に
お
い
て
西
欧
帝
国
主
義
と
は
大
き
く
異
な
り
、
そ
の
こ
と
が
植
民

地
や
支
配
地
域
に
お
け
る
森
林
の
開
発
と
保
護
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
帝
国
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と

し
て
、
日
本
本
土
へ
近
接
し
た
東
ア
ジ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ
と
広
が
る
中
で
北
は
亜
寒
帯
か
ら
南
は
熱
帯
ま
で
、
そ
の
環
境
的
多
様
性

が
極
め
て
大
き
い
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
最
大
の
勢
力
圏
を
ほ
こ
る
英
帝
国
も
寒
帯
の
ク
イ
ー
ン
エ
リ
ザ
ベ
ス
諸
島
（
現
カ
ナ
ダ

領
）
か
ら
熱
帯
雨
林
気
候
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ま
で
多
様
な
環
境
条
件
を
有
し
て
い
る
が
、
世
界
各
地
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ

れ
ら
す
べ
て
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
植
民
地
経
営
を
お
こ
な
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
帝
国
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
環
境

的
多
様
性
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
森
林
資
源
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
森
林
の
保
護

と
開
発
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
環
境
条
件
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
有
機
的
な
連
関
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
難
し
い
舵
取
り
が
必

要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
も
、
日
本
の
帝
国
林
業
を
考
え
る
う
え
で
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
西
欧
帝
国
主
義
を
中
心
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
「
帝
国
と
環
境
」
の
議
論
を
十
分
に
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
相

対
化
し
、
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
森
林
の
保
護
と
開
発
を
日
本
帝
国
主
義
と
の
関
係
か
ら
批
判
的
に
捉
え
直
す
こ
と
が
本
書

の
課
題
で
あ
る
。
本
書
で
は
朝
鮮
、
台
湾
、
北
海
道
、
樺
太
、
満
洲
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
日
本
帝
国
の
植
民
地
・
支
配
地
域
に
お
け
る

森
林
の
保
護
と
開
発
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
森
林
の
「
資
源
化
」
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
①
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ

ア
に
お
け
る
森
林
の
開
発
と
保
護
を
日
本
帝
国
の
地
政
学
的
枠
組
み
と
の
関
連
で
解
明
す
る
こ
と
、
②
西
欧
帝
国
主
義
を
中
心
と
す
る

「
帝
国
と
環
境
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
日
本
帝
国
主
義
の
文
脈
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
現
代
の
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東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
森
林
の
開
発
と
保
護
を
考
え
る
う
え
で
の
新
た
な
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
本
望
で
あ
る
。

3
　「
帝
国
林
業
」、「
帝
国
日
本
」、「
森
林
保
全
」

　

本
書
で
は
「
帝
国
林
業
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
英
語
で
書
け
ば
“em

pire forestry

”
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
前
掲

バ
ー
ト
ン
の
書
籍
に
も
タ
イ
ト
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
英
語
圏
で
は
決
し
て
特
別
な
言
葉
で
は
な
い
。
本
書
収
録
の

水
野
に
よ
る
コ
ラ
ム
「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
森
林
」
で
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
帝
国
林
学
会
議
（Em

pire Forestry Conference

）」

や
「
帝
国
林
学
雑
誌
（Em

pire Forestry Journal

）」
な
ど
の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
英
語
の
“forestry

”

と
い
う
語
に
は
「
林
学
」
と
「
林
業
」
の
二
重
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
文
脈
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
“forestry

”
が
常
に
知
と
実
践
が
混
じ
り
合
っ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
含
意
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
わ
れ
わ
れ
は

特
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
日
本
帝
国
に
お
い
て
は
財
団
法
人
「
帝
国
森
林
会
」
や
同
会
発
行
の
統
計
書
『
帝
国
林
業
総
覧
』
な
ど
を
除
け
ば
、
一
部
の
林

業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
「
帝
国
（
の
）
林
業
」
な
い
し
「
帝
国
（
の
）
林
学
」
と
い
う
言
葉
が
た
ま
に
用
い
ら
れ
る
程
度
で
、

「
帝
国
林
業
」
は
あ
ま
り
一
般
的
な
言
葉
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
、
植
民
地
と
本
国
の
間
、
お
よ
び
帝
国
内
の
植
民
地
間
で
相

互
に
関
連
し
な
が
ら
も
、
英
国
本
国
に
お
け
る
林
業
や
林
学
か
ら
は
相
対
的
に
区
別
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
植
民
地
に
お
い
て
展
開

さ
れ
て
い
た
英
帝
国
の
植
民
地
林
業
・
林
学
に
対
し
て
、
本
土
の
帝
国
大
学
を
中
心
と
す
る
林
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
植
民
地
林
業
官
僚
、

そ
し
て
林
業
資
本
が
独
特
な
か
た
ち
で
階
層
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
日
本
帝
国
の
林
学
・
林
業
と
の
違
い
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
別
の
機
会
に
論
じ
て
み
た
い
）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
で
は
「
帝
国
林
業
」
と
い
う
言
葉
を
当
時
の
日
本
に
お
け
る
一
般
的
な
用
語
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
学
術

的
な
意
味
を
持
つ
言
葉
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
は
文
字
通
り
日
本
帝
国
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
林
業
を
め
ぐ
る
知
と
実
践
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の
総
体
と
定
義
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
本
書
が
こ
う
し
た
言
葉
を
用
い
る
背
景
に
は
、「
植
民
地
林
業colonial forestry

」
と
の
区
別
が
あ

る
。
植
民
地
林
業
は
文
字
通
り
植
民
地
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
林
業
の
意
味
だ
が
、
こ
れ
を
字
義
通
り
に
と
ら
え
る
と
、
日
本
の
公
式
的

な
植
民
地
と
さ
れ
た
朝
鮮
や
台
湾
以
外
の
樺
太
や
北
海
道
、
琉
球
、
日
本
の
租
借
地
と
さ
れ
た
中
国
関
東
州
、
日
本
の
傀
儡
政
権
が
置
か

れ
た
満
洲
、
日
本
の
委
任
統
治
領
と
な
っ
た
南
洋
群
島
、
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
日
本
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
地
域

な
ど
、
日
本
帝
国
が
実
質
的
に
そ
の
勢
力
下
に
お
い
た
地
域
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
日
本

帝
国
主
義
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
帝
国
の
勢
力
圏
に
あ
っ
た
資
源
全
体
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
動
員
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
日
本
帝
国
の
勢
力
圏
全
体
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
林
業
を
包
括
的
に
意
味
す
る
言
葉
と
し
て

「
帝
国
林
業
」
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
包
括
的
・
体
系
的
な
日
本
帝
国
林
業
が
近
代
の
最
初
か
ら
完
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
で
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
日
本
帝
国
林
業
は
時
代
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
変
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
し
、
地
域
に
よ
っ
て
か
な
り
そ
の
性
格
を
異
に
し

て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
帝
国
主
義
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
常
に
帝
国
の
中
心
か
ら
周
辺
へ
の
一
方
向
的

な
支
配
や
収
奪
と
し
て
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
周
辺
か
ら
の
抵
抗
や
反
発
、
妥
協
や
交
渉
な
ど
を
通
じ
て
次
第
に
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
だ
ろ
う
。
森
林
・
林
業
に
関
し
て
言
え
ば
、
当
初
、
豊
か
な
森
林
資
源
と
日
本
へ
の
木
材
移
出
が
期
待
さ
れ

て
い
た
朝
鮮
（
特
に
鴨
緑
江
周
辺
地
域
）
や
台
湾
（
特
に
山
間
地
の
豊
富
な
原
生
林
）、
パ
ル
プ
材
の
供
給
地
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
樺
太

な
ど
が
、
そ
の
後
に
開
発
の
困
難
さ
や
統
治
の
難
し
さ
、
実
際
の
資
源
量
の
少
な
さ
、
そ
し
て
山
火
事
や
虫
害
、
過
伐
に
よ
る
森
林
枯
渇

な
ど
、
予
期
せ
ぬ
事
態
に
遭
遇
す
る
こ
と
で
、
帝
国
林
業
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
再
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
一
部
の
民
間
企
業
に
よ
る
経
済
的
開
発
の
対
象
と
み
な
さ
れ
て
き
た
南
方
の
森
林
資
源
が
、
そ
れ
ら
に
代
わ
り
う
る

も
の
と
し
て
、
帝
国
に
よ
る
新
た
な
開
発
の
対
象
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、
本
書
で

試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
帝
国
林
業
が
有
す
る
包
括
的
・
体
系
的
特
徴
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
林
業
の
地
域
的
・
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個
別
的
な
特
徴
の
両
方
を
可
能
な
限
り
示
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
帝
国
林
業
」
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
な
も
の
で

あ
る
と
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

次
に
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
帝
国
日
本
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
一
言
付
言
し
て
お
き
た
い
。
本
文
で
は
、
む
し

ろ
「
日
本
帝
国
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
の
方
が
多
い
が
、
タ
イ
ト
ル
に
は
あ
え
て
「
帝
国
日
本
」
を
用
い
た
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル

を
決
め
る
時
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
本
書
と
同
じ
く
勁
草
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
帝
国
日
本
の
科
学
思
想
史
』（
坂
野
・
塚
原
：

2018

）
で
あ
っ
た
。
同
書
の
編
者
の
一
人
、
塚
原
東
吾
氏
が
主
宰
し
た
「
科
学
と
帝
国
」
に
関
す
る
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
、
本
書
執

筆
者
の
う
ち
何
人
か
が
参
加
し
、
議
論
を
お
こ
な
う
な
か
で
一
定
の
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
も
す

ん
な
り
「
帝
国
日
本
」
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
人
的
に
は
、
こ
の
言
葉
は
も
う
少
し
深
い
意
味
を
持
っ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、「
日
本
帝
国
」
が
当
時
の
国
名
と
し
て
の
「
大
日
本
帝
国
」
に
由
来
し
な
が
ら
、
そ
の
勢
力

圏
全
域
に
対
し
て
影
響
力
を
及
ぼ
す
政
治
的
権
力
の
総
体
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
る
の
に
対
し
、「
帝
国
日
本
」
は
そ
の
よ
う
な
帝
国

主
義
の
時
代
に
あ
っ
た
日
本
を
表
す
歴
史
的
な
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
う
し
た
帝
国
主
義
時
代
の
日
本
に
お
い

て
形
成
さ
れ
た
森
林
・
林
業
を
め
ぐ
る
知
と
実
践
が
、
そ
の
後
の
日
本
の
森
林
・
林
業
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
い

う
含
意
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
総
力
戦
体
制
の
も
と
で
の
森
林
の
「
資
源
化
」
は
、
一
九
四
五
年
の
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
「
ポ
ス
ト
帝
国
」
期
の
日
本
に
お
け
る
森
林
・
林
業
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
単
に
日
本
国
内
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
の
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
森

林
・
林
業
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
は

「
帝
国
日
本
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
）
4
（
た
。

　

最
後
に
、「
森
林
保
全
（forest conservation

）」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
注
釈
を
加
え
て
お
き
た
い
。
西
欧
に
お
け
る
「
保
全
」
概

念
の
歴
史
に
つ
い
て
は
本
章
冒
頭
で
も
触
れ
た
し
、
さ
ら
に
第
一
章
に
お
い
て
竹
本
が
日
本
の
森
林
・
林
業
分
野
に
お
け
る
「
保
全
」
概



序　章　なぜ日本帝国の森林なのか

13

念
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
森
林
・
林
業
に
お
け
る
「
保
全
」
は
「
保
護
（protection

）」
と
「
復
旧

（restoration

）」
の
両
方
の
概
念
を
含
む
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
現
在
の
森
林
植
生
を
破
壊
（
伐
採
）
す
る
こ
と
な
く
そ

の
ま
ま
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
「
保
護
」
で
あ
り
、
過
伐
や
災
害
等
に
よ
り
樹
木
が
失
わ
れ
た
裸
地
や
草
生
地
に
植
樹
し
て
造
林
す
る
こ

と
は
「
復
旧
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
者
の
「
復
旧
」
は
そ
れ
自
体
が
開
発
過
程
の
一
部
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例

え
ば
戦
後
の
国
土
緑
化
運
動
に
お
い
て
は
、
原
野
（
草
生
地
）
に
植
林
を
お
こ
な
う
拡
大
人
工
造
林
や
、
天
然
林
を
伐
採
し
て
跡
地
に
ス

ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
植
林
を
お
こ
な
う
林
種
転
換
造
林
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
開
発
で
あ
る
と
同
時
に
復
旧
で
も
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
放
牧
や
採
草
の
た
め
の
原
野
も
、「
雑
木
林
」
と
呼
ば
れ
て
経
済
的
価
値
が
著
し
く
低
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
天
然
林
も
、

き
ち
ん
と
し
た
手
入
れ
（
す
な
わ
ち
近
代
的
な
森
林
管
理
）
の
な
さ
れ
て
い
な
い
「
荒
廃
地
」
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
や
台
湾
に
も
あ
て
は
ま
る
。
第
六
章
や
第
七
章
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ

る
「
火
田
民
」
や
先
住
民
族
が
お
こ
な
う
焼
畑
や
、
あ
る
い
は
燃
料
獲
得
の
た
め
の
薪
炭
林
利
用
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
や
台
湾
の
山
林
は
著

し
く
荒
廃
し
て
し
ま
い
、
そ
う
し
た
荒
廃
し
た
山
林
を
近
代
的
な
森
林
管
理
に
よ
っ
て
健
全
な
山
林
に
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
植
民
地
林
政
の

課
題
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
復
旧
と
開
発
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、

「
保
護
」
と
「
復
旧
」
の
両
方
を
含
む
日
本
の
森
林
・
林
業
に
お
け
る
「
保
全
」
概
念
は
保
護
と
開
発
の
両
方
の
側
面
を
有
し
て
い
た
と

い
え
る
。

4
　
本
書
の
構
成

　

以
下
、
本
書
の
構
成
を
概
略
的
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

本
書
は
大
き
く
「
第
Ⅰ
部 

帝
国
林
業
の
全
体
像
」
と
「
第
Ⅱ
部 

日
本
帝
国
の
植
民
地
・
支
配
地
に
お
け
る
森
林
の
開
発
と
保
護
」
の

二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
Ⅰ
部
で
は
日
本
帝
国
全
体
の
森
林
・
林
業
政
策
と
森
林
利
用
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
日
本
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の
帝
国
林
業
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
「
緑
化
」
の
歴
史
的
変
遷
を
示
し
た
。
続
く
第
Ⅱ
部
は
、
各
論
と
し
て
日
本
帝
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
に
お
け
る
帝
国
林
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
日
本
の
帝
国
林
業
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ

し
て
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
お
こ
な
う
。

　

第
一
章
で
は
、
主
に
統
計
資
料
を
用
い
て
帝
国
林
業
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
四
二
年
の

三
〇
年
間
に
、
日
本
本
土
（
内
地
）
と
北
海
道
、
朝
鮮
で
は
森
林
面
積
が
増
加
し
、
特
に
朝
鮮
で
は
森
林
（
立
木
地
、
成
林
地
）
の
割
合
が

倍
増
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
第
六
章
で
述
べ
る
よ
う
に
朝
鮮
に
お
け
る
記
念
植
樹
事
業
や
砂
防
事
業
、
民
有
林
で
の
造
林
事
業
の
進

展
等
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
台
湾
お
よ
び
樺
太
で
は
森
林
面
積
が
減
少
し
て
い
る
。
台
湾
で
は
林
野
調
査
事
業
と
そ
の
後
の
官

有
林
野
整
理
事
業
に
よ
っ
て
「
不
要
存
置
林
野
」
に
区
分
さ
れ
た
山
林
は
民
間
へ
払
い
下
げ
ら
れ
、
伐
採
や
開
墾
の
対
象
と
な
っ
た
。
樺

太
で
は
、
先
述
の
よ
う
に
山
林
火
災
や
虫
害
、
過
伐
に
よ
る
森
林
の
減
少
が
深
刻
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
樺
太
庁
に
よ
る
木
材
の
移
出
制

限
に
つ
な
が
っ
た
。
日
本
帝
国
内
の
各
地
域
の
特
徴
を
見
る
と
、
台
湾
に
お
け
る
森
林
政
策
の
特
徴
と
し
て
、
森
林
と
原
野
を
問
わ
ず
先

住
民
族
の
居
住
地
域
と
さ
れ
た
「
蕃
地
」
の
割
合
が
大
き
か
っ
た
こ
と
と
、
水
源
涵
養
や
土
砂
防
備
の
た
め
の
保
安
林
の
割
合
が
日
本
帝

国
内
の
他
の
地
域
に
比
し
て
大
き
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
朝
鮮
で
は
林
野
が
「
森
林
」
と
「
原
野
」
で
は
な
く
、「
成
林

地
」、「
稚
樹
発
生
地
」、「
無
立
木
地
」
に
三
区
分
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
立
木
地
」、「
散
生
地
」、「
未
立
木
地
」、「
火
田
」、「
開
墾
適
地
」、

「
放
牧
適
地
」、「
採
草
適
地
」、「
除
地
」
に
変
更
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
細
分
化
は
、
他
の
地
域
で
「
原
野
」
と
区
分
さ
れ
た
土
地
を
状
態

別
に
さ
ら
に
細
か
く
分
け
る
こ
と
で
、
そ
の
管
理
を
徹
底
さ
せ
、
立
木
地
（
成
林
地
）
へ
の
転
換
を
は
か
ろ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
結
果
が
先
述
の
森
林
割
合
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
に
統
計
資
料
の
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本
帝
国
に
お
け
る
森
林
の
状
況
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
帝
国
林
業
の
内
容
も
地
域
的
に
多
様

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
二
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
帝
国
内
に
お
け
る
森
林
・
林
業
の
多
様
性
を
、
数
多
く
の
各
種
地
図
を
駆
使
す
る
歴
史
地
理
学
的
な
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方
法
を
用
い
て
、
森
林
植
生
の
空
間
的
な
分
布
や
広
が
り
に
着
目
す
る
「
土
地
被
覆
」
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
日
本
帝
国
に
お
け
る
亜
寒
帯
気
候
（
針
葉
樹
林
気
候
）
は
樺
太
と
満
洲
北
東
部
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
針
葉
樹
林

（
タ
イ
ガ
）
の
ま
と
ま
っ
た
森
林
も
そ
れ
ら
の
地
域
に
偏
在
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
日
本
本
土
に
お
い
て
も
針
葉
樹
と
広
葉
樹
が
地
域
的

に
偏
在
し
、
ま
た
二
次
林
と
し
て
の
広
葉
樹
や
焼
畑
の
休
閑
地
や
採
草
地
な
ど
の
人
為
的
な
植
生
が
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
、
台
湾
の

高
地
と
朝
鮮
の
北
部
に
は
一
部
に
ま
と
ま
っ
た
針
葉
樹
の
森
林
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
人
為
的
な
火
入
れ
に
よ
っ
て
植
生
の
改

変
が
進
ん
で
い
た
こ
と
、
満
洲
で
は
朝
鮮
と
の
国
境
地
帯
に
位
置
す
る
長
白
山
脈
の
混
交
林
地
帯
は
早
く
か
ら
林
業
開
発
が
進
ん
で
お
り
、

満
洲
国
が
設
置
さ
れ
た
段
階
で
は
決
し
て
無
尽
蔵
の
資
源
と
は
言
い
が
た
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
日
本
帝
国
全
体
の
森
林
資
源
の
分
布
を
総
括
す
れ
ば
、
そ
れ
は
著
し
く
多
様
で
不
均
衡
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
「
帝

国
林
業
」
が
と
る
べ
き
選
択
肢
は
、
①
よ
り
豊
富
な
森
林
資
源
、
と
り
わ
け
優
良
な
針
葉
樹
林
帯
を
求
め
た
帝
国
の
拡
張
、
②
帝
国
外
か

ら
の
木
材
の
輸
入
（
米
材
や
北
洋
材
、
南
洋
材
な
ど
）、
③
針
葉
樹
の
み
な
ら
ず
南
方
の
広
葉
樹
を
含
め
た
多
様
な
樹
種
の
活
用
、
そ
し
て

④
造
植
林
を
通
じ
た
帝
国
領
内
で
の
針
葉
樹
林
帯
の
創
出
の
四
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
帝
国
林
業
の
展
開
は
帝
国
に
お
け

る
森
林
資
源
の
地
域
的
な
偏
在
性
や
樹
種
の
構
成
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
三
章
で
は
日
本
の
帝
国
林
業
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
緑
化
運
動
に
つ
い
て
、
一
八
九
五
年
の
文
部
省
に
よ
る
学
校
植
林
に
関
す
る
指

導
に
始
ま
り
、
そ
の
後
の
御
大
典
記
念
緑
化
運
動
（
一
九
二
八
年
）
や
愛
林
運
動
（
一
九
三
四
〜
一
九
四
九
年
）、
挙
国
造
林
運
動
（
一
九
四

二
〜
一
九
四
四
年
）
へ
と
つ
な
が
り
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ベ
ン
ト
」
と
し
て
展
開
さ
れ
た
緑
化
運
動
の
思
想
と
実
践
を
具
体
的
に
明
ら
か

に
し
た
。
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
米
国
のA

rbor D
ay

の
学
校
林
へ
の
導
入
を
端
緒
と
し
て
始
ま
っ
た
近
代
日
本
の
緑
化
運
動
は
、
一
九

一
〇
年
代
（
大
正
期
）
地
方
山
林
会
に
よ
る
普
及
活
動
を
経
て
、
一
九
二
〇
年
代
末
頃
か
ら
次
第
に
統
一
的
な
全
国
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

も
と
に
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
一
九
二
八
年
の
「
御
大
典
記
念
緑
化
運
動
」
で
あ
り
、
そ
の
後
、
一
九
三

四
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
愛
林
運
動
」
に
お
い
て
近
代
日
本
の
緑
化
運
動
は
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
学
校
や
官
公
庁
、
地
域
組
織
、
民
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間
企
業
な
ど
の
様
々
な
団
体
に
よ
る
植
樹
活
動
、
そ
し
て
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
啓
蒙
・
宣

伝
活
動
な
ど
を
通
じ
て
一
種
の
国
民
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
愛
林
運
動
は
、
林
業
発
展
や
水
源
涵
養
な
ど
の
具
体
的
な
効
用
を
目
指
し

た
ば
か
り
で
な
く
、
何
よ
り
も
「
森
林
愛
護
」
そ
れ
自
体
を
自
己
目
的
化
し
た
点
で
一
種
の
環
境
運
動
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
戦
後
の
国
土

緑
化
運
動
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
総
力
戦
下
の
総
動
員
体
制
の
も
と
で
次
第
に
戦
争
遂
行
の
た
め
の
森
林
資
源
造
成
や
国
民

精
神
修
養
の
場
と
い
う
役
割
を
も
合
わ
せ
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
一
方
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
日
本
本
土
に
先
駆
け
て
二

〇
世
紀
初
頭
よ
り
全
道
を
挙
げ
て
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
植
樹
行
事
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
後
の
緑
化
運
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
が
、

そ
れ
は
朝
鮮
民
衆
に
よ
る
野
蛮
で
野
放
図
な
林
野
利
用
に
よ
り
荒
廃
し
た
朝
鮮
の
山
林
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、
朝
鮮
の
民
衆
に
近
代
的

な
愛
林
思
想
を
啓
蒙
普
及
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
森
林
の
保
全
が
植
民
地
主
義
と
表
裏
一
体
の
関
係
の
も
と
に
展
開

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
、
北
海
道
・
樺
太
の
林
業
お
よ
び
林
政
の
展
開
が
日
本
帝
国
林
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
検
証
す

る
と
と
も
に
、
現
地
の
住
民
が
森
林
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
き
、
ま
た
森
林
資
源
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
探
る
こ
と
で
、

帝
国
の
森
林
と
し
て
の
北
海
道
・
樺
太
の
森
林
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
北
海
道
・
樺
太
の
針
葉
樹
林
は
と
り
わ
け
パ
ル

プ
材
の
供
給
源
と
し
て
不
可
欠
の
資
源
と
み
な
さ
れ
、
地
域
内
消
費
だ
け
で
な
く
日
本
本
土
の
製
紙
工
場
に
向
け
た
移
出
用
材
と
し
て
開

発
さ
れ
た
。
ま
た
、
北
海
道
で
は
枕
木
用
材
や
工
芸
品
用
や
造
船
用
材
、
炭
鉱
用
の
坑
木
と
し
て
も
開
発
さ
れ
、
日
本
本
土
の
み
な
ら
ず

満
洲
や
清
、
朝
鮮
に
も
輸
出
さ
れ
た
。
そ
の
大
半
が
国
有
林
で
あ
っ
た
北
海
道
と
樺
太
の
森
林
資
源
は
北
海
道
庁
や
樺
太
庁
な
ど
の
重
要

な
財
源
と
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
木
材
伐
採
業
や
製
材
業
、
パ
ル
プ
製
造
業
な
ど
の
関
連
産
業
の
発
展
や
定
住
人
口
の
増
加
な
ど
、

「
開
拓
」
政
策
に
お
い
て
も
重
要
な
資
源
と
な
っ
た
。
一
方
、
北
海
道
と
樺
太
の
両
地
域
の
現
地
社
会
が
、
森
林
資
源
を
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
庁
に
よ
る
「
愛
林
樹
栽
日
」
の
制
定
や
北
海
道
林
業
会
に
よ
る
啓
蒙
普
及
活
動
の
検

討
を
通
じ
て
愛
林
思
想
涵
養
と
造
林
奨
励
が
結
び
付
け
ら
れ
な
が
ら
論
じ
ら
れ
た
こ
と
、
樺
太
山
林
会
は
日
中
戦
争
を
境
に
主
な
活
動
を
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「
防
火
」
の
呼
び
か
け
か
ら
「
緑
化
」
の
呼
び
か
け
へ
、
森
林
の
意
義
を
「
島
民
の
森
林
」
か
ら
「
帝
国
の
森
林
」
へ
と
変
転
さ
せ
、
樺

太
森
林
資
源
保
護
へ
の
島
民
の
「
協
力
」
を
促
そ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

第
五
章
で
は
、
満
洲
に
お
け
る
日
本
帝
国
林
業
の
実
態
に
つ
い
て
、
満
洲
の
森
林
開
発
過
程
と
林
野
政
策
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
中
朝
国
境
地
帯
を
流
れ
る
鴨
緑
江
流
域
お
け
る
林
業
開
発
の
担
い
手
で
あ
っ
た
日
中
合
弁
の
林
業
会
社
「
鴨
緑
江
採
木
公
司
」

を
事
例
に
取
り
上
げ
、
満
洲
に
お
い
て
日
本
帝
国
林
業
の
持
つ
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
満
洲
国
建
国
以
前
は
特
に
鴨
緑
江
流
域
の

森
林
利
用
権
を
め
ぐ
っ
て
ロ
シ
ア
と
日
本
の
企
業
が
競
合
し
て
い
た
が
、
満
洲
国
成
立
後
は
林
業
行
政
を
一
元
化
さ
せ
る
べ
く
林
場
権
の

解
消
、
林
政
機
構
の
改
編
、
木
材
の
生
産
・
流
通
が
規
制
さ
れ
た
。
一
方
、
東
清
鉄
道
本
線
沿
い
の
地
域
で
は
一
九
一
〇
年
以
降
、
鉄
道

燃
料
用
の
薪
や
枕
木
、
車
体
や
橋
梁
用
の
木
材
な
ど
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
沿
線
の
森
林
か
ら
調
達
し
た
結
果
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
沿
線
の

森
は
伐
採
し
つ
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
急
速
な
林
業
開
発
の
結
果
、
満
洲
地
域
の
森
林
被
覆
率
は
一
九
世
紀
末
の
時
点
で
は

六
〜
七
割
だ
っ
た
も
の
が
、
一
九
四
九
年
に
は
二
〇
〜
三
五
％
以
下
に
ま
で
低
下
し
、
こ
の
約
五
〇
年
間
で
満
洲
森
林
の
約
半
分
が
消
失

し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
林
政
の
方
で
は
中
央
と
地
方
と
の
直
結
に
よ
る
二
段
階
機
構
を
と
り
、
営
林
局

の
よ
う
な
中
間
組
織
を
置
か
ず
、
業
務
の
迅
速
化
を
図
る
、
技
術
面
で
は
森
林
の
構
成
状
態
か
ら
天
然
更
新
本
位
で
林
利
の
永
続
を
図
る
、

さ
ら
に
運
営
面
で
は
官
行
斫
伐
事
業
を
広
く
実
施
し
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
制
度
を
施
行
す
る
な
ど
の
施
策
を
導
入
し
、
保
続
的
林

業
の
確
立
と
国
土
の
保
全
、
お
よ
び
そ
の
他
公
益
を
保
持
す
る
こ
と
な
ど
を
目
指
し
た
。
ま
た
、
林
政
の
整
備
と
と
も
に
林
野
局
林
野
試

験
室
な
ど
の
研
究
機
関
も
開
設
し
、
近
代
林
学
に
基
づ
く
科
学
的
・
合
理
的
な
林
業
経
営
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
林
業
政
策

や
林
業
試
験
期
間
の
一
部
は
、
そ
の
後
の
新
中
国
に
も
引
き
継
が
れ
、
現
代
中
国
の
森
林
・
林
業
行
政
の
礎
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、

一
九
〇
八
年
に
日
中
合
弁
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
鴨
緑
江
採
木
公
司
は
鴨
緑
江
流
域
右
岸
側
の
森
林
で
直
接
採
伐
事
業
を
経
営
す
る
他
、

そ
れ
ら
の
周
辺
で
他
の
企
業
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
木
材
も
全
て
鴨
緑
江
採
木
公
司
が
買
い
上
げ
る
特
権
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に

鴨
緑
江
採
木
公
司
は
伐
採
と
買
収
（
買
回
）
を
主
な
事
業
内
容
と
し
て
い
た
が
、
森
林
資
源
枯
渇
に
伴
う
伐
採
事
業
の
行
き
詰
ま
り
に
よ
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り
収
入
の
大
半
は
後
者
の
買
収
（
買
回
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
植
林
事
業
に
つ
い
て
は
永
久
的
な
森
林
支
配
に
繫
が
る
と
い

う
点
か
ら
中
国
側
か
ら
認
め
ら
れ
ず
、
結
局
、
持
続
的
な
木
材
生
産
を
可
能
と
す
る
保
続
林
業
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
長
期
の
林
場
権
（
森
林
利
用
権
）
が
認
め
ら
れ
ず
植
林
・
造
林
事
業
に
乗
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
は
、

南
方
で
の
日
本
企
業
に
よ
る
森
林
開
発
が
一
部
の
例
外
を
除
い
て
ご
く
短
期
の
伐
採
権
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
結
果
的
に
伐
採
事
業
や
買
材

事
業
に
終
始
し
た
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
六
章
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
林
野
所
有
区
分
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
国
有
林
野
に
お
け
る
「
入
会
」
と
「
保
護
」
の
問
題
に
つ
い
て
検

証
し
、
次
い
で
愛
林
思
想
の
普
及
過
程
に
つ
い
て
学
校
林
を
中
心
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
朝
鮮
の
森
林
保
全
に
お
け
る
砂
防
事
業
の
位

置
付
け
を
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
火
田
と
北
鮮
開
拓
事
業
の
問
題
か
ら
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
帝
国
林
業
の
特
徴
に
言
及
し
た
。
以
下
で

は
、
国
有
林
野
に
お
け
る
「
入
会
」
と
「
保
護
」
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。
一
九
一
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
国
有
林

区
分
調
査
に
お
い
て
「
不
要
存
置
林
野
」
と
区
分
さ
れ
た
林
野
の
う
ち
第
一
種
は
払
い
下
げ
の
対
象
と
し
て
一
般
に
開
放
さ
れ
、
森
林
令

に
よ
る
貸
付
、
売
却
、
譲
与
、
交
換
と
い
っ
た
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
一
方
で
、
第
二
種
は
慣
習
に
よ
り
森
林
法
施
行
以
前
か
ら
占
有
し

て
い
て
引
続
き
禁
養
す
る
も
の
、
そ
の
他
特
別
の
縁
故
関
係
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
有
林
区
分
調
査
に
よ
る
区

分
結
果
に
対
し
て
は
地
元
住
民
か
ら
の
訴
訟
や
請
願
が
相
次
い
だ
た
め
、
一
九
一
八
年
の
「
朝
鮮
林
野
調
査
令
」
に
基
づ
い
て
再
び
林
野

調
査
事
業
が
実
施
さ
れ
、
国
有
林
野
に
つ
い
て
も
縁
故
の
有
無
を
問
わ
ず
に
改
め
て
す
べ
て
申
告
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

「
縁
故
者
あ
る
国
有
林
野
」
と
査
定
さ
れ
た
も
の
は
、
最
終
的
に
は
一
九
二
六
年
の
特
別
縁
故
森
林
譲
与
令
の
施
行
を
待
っ
て
私
有
林
あ

る
い
は
共
有
林
と
し
て
縁
故
者
へ
譲
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
一
九
一
〇
年
に
朝
鮮
総
督
府
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
森
林
令
の
第
八

条
に
お
い
て
は
、
入
会
慣
行
と
は
国
有
森
林
の
一
定
区
域
に
お
い
て
地
元
住
民
が
共
同
で
部
落
用
あ
る
い
は
自
家
用
の
た
め
に
す
る
副
産

物
採
取
や
放
牧
利
用
の
慣
行
で
あ
る
こ
と
が
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
国
有
林
野
に
お
け
る
入
会
慣
行
を
認
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
国
有
林
野
に
お
け
る
入
会
を
認
め
な
か
っ
た
日
本
本
土
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
同
じ
森
林
令
の
第
十
条
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で
は
入
会
と
は
関
係
な
く
地
元
住
民
に
国
有
林
野
を
「
保
護
」
さ
せ
、
そ
の
報
酬
と
し
て
森
林
産
物
を
譲
与
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
旧
慣
の
存
在
を
条
件
と
し
な
い
簡
易
委
託
林
に
近
い
形
で
地
元
住
民
に
国
有
林
野
の
利
用
を
認
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

著
者
の
竹
本
は
本
章
冒
頭
で
植
民
地
朝
鮮
を
め
ぐ
る
「
収
奪
論
」
と
「
近
代
化
論
」
の
対
比
に
言
及
し
て
い
る
が
、
本
章
で
明
ら
か
に
し

た
よ
う
な
国
有
林
野
の
利
用
を
め
ぐ
る
朝
鮮
総
督
府
の
対
応
は
、
こ
の
よ
う
な
「
収
奪
論
」
と
「
近
代
化
論
」
の
対
立
や
「
緑
化
主
義
」

の
議
論
に
対
し
て
一
定
の
再
考
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
竹
本
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
議
論
が

と
も
す
れ
ば
総
督
府
や
本
国
側
の
認
識
や
情
報
に
依
存
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
地
元
住
民
や
植
民
地
側
の
目
線
を
考
慮
に
入
れ
た

さ
ら
な
る
議
論
の
展
開
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
七
章
は
、
日
本
統
治
期
の
台
湾
の
林
政
と
林
業
に
つ
い
て
、「
科
学
的
林
業
」
と
「
帝
国
林
業
」
の
視
点
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
初
期
の
林
政
の
特
徴
と
、
と
り
わ
け
森
林
の
「
荒
廃
」
に
関
す
る
理
解
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
検

証
し
、
台
湾
に
お
け
る
植
民
地
林
業
を
牽
引
し
た
樟
脳
生
産
と
樟
樹
林
の
管
理
、
お
よ
び
三
大
林
場
に
代
表
さ
れ
る
中
央
高
地
の
林
業
開

発
と
森
林
管
理
の
実
態
を
空
間
的
な
視
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
台
湾
で
は
日
本
に
よ
る
領
有
直
後
か
ら
そ
の
豊
か
な
森
林
資

源
が
期
待
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
低
平
地
に
お
け
る
樹
林
が
あ
ま
り
多
く
な
い
こ
と
や
、
原
生
林
の
巨
木
が
分
布
す
る
中
央
高
地
に
お
い

て
も
先
住
民
族
に
よ
る
人
為
的
な
植
生
改
変
が
進
ん
で
い
る
こ
と
、
施
業
予
定
地
ま
で
の
取
り
付
け
道
路
や
搬
出
路
が
未
整
備
な
こ
と
に

よ
る
資
源
ア
ク
セ
ス
の
困
難
さ
な
ど
が
確
認
さ
れ
、
実
際
の
森
林
開
発
は
ス
ム
ー
ズ
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
台
湾
の
森

林
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
本
多
静
六
や
賀
田
直
治
な
ど
の
林
学
者
・
林
業
官
僚
に
よ
り
先
住
民
族
に
よ
る
焼
畑
利
用
や
華

人
に
よ
る
乱
伐
に
よ
っ
て
台
湾
の
森
林
は
荒
廃
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
森
林
荒
廃
の
原
因

と
な
る
先
住
民
族
や
華
人
に
よ
る
原
始
的
で
無
計
画
な
森
林
利
用
を
あ
た
ら
た
め
て
、
よ
り
合
理
的
で
近
代
的
な
林
業
に
基
づ
い
た
保
続

林
業
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が
台
湾
林
政
の
課
題
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
最
初
期
の
台
湾
総
督
府
の
林
業
技
官
で
あ
り
植
物
学
に
感
心
の
深

か
っ
た
田
代
安
定
は
台
湾
海
峡
の
澎
湖
諸
島
の
植
物
調
査
を
お
こ
な
い
、
樹
林
の
乏
し
い
澎
湖
諸
島
の
植
生
を
ふ
ま
え
て
亜
熱
帯
の
環
境
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に
適
し
た
植
樹
の
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
田
代
の
認
識
は
そ
の
後
に
台
北
苗
圃
の
開
設
や
恒
春
熱
帯
植
物
殖
育
場
、
嘉
義

護
謨
苗
圃
、
そ
し
て
林
業
試
験
場
な
ど
の
設
置
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
と
は
い
え
、
台
湾
林
業
の
現
場
で
実
際
に
（
亜
）
熱
帯
性
樹

木
の
造
林
や
育
林
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
南
方
に
お
け
る
熱
帯
林
業
の
可
能
性
を
探
る
た
め
の
試
験
研
究

と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
（
中
島
：2021

）。

　

ま
た
、
台
湾
の
森
林
開
発
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
樟
脳
生
産
と
樟
樹
造
林
の
展
開
が
あ
げ
ら
れ
る
。
当
時
世
界
的
に
需
要
が
高
ま
っ
て

い
た
セ
ル
ロ
イ
ド
の
原
料
と
し
て
樟
脳
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
台
湾
に
お
け
る
輸
出
用
樟
脳
の
生
産
は
台
湾
総
督
府

の
貴
重
な
外
貨
獲
得
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
台
湾
総
督
府
は
一
八
九
九
年
に
樟
脳
生
産
を
専
売
化
し
、
総
督
府
の
直
接
的

な
管
理
下
に
置
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
樟
脳
原
料
と
な
る
樟
樹
は
台
湾
の
山
岳
地
域
に
多
く
自
生
し
、
そ
の
分
布
が
先
住
民
族
の
居
住
地

域
と
重
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
樟
脳
生
産
は
同
時
に
樟
脳
の
自
生
地
を
管
理
す
る
た
め
に
先
住
民
族
統
治
政
策
で
あ
る
「
理
蕃
政
策
」

と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
ま
た
、
台
湾
で
は
「
三
大
林
場
」
と
呼
ば
れ
た
阿
里
山
、
太
平
山
、
八
仙
山
に
お
い
て
総
督
府
の
直
営

林
業
が
営
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
三
大
林
場
は
い
ず
れ
も
日
本
に
よ
る
領
有
当
初
は
先
住
民
族
が
居
住
す
る
「
蕃
地
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
そ
こ
で
植
民
地
政
府
の
直
営
林
業
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
台
湾
に
お
け
る
「
帝
国
林
業
」
を
方
向
づ
け
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
。

　

最
後
に
第
八
章
で
は
、
日
本
帝
国
が
唱
え
た
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
「
周
辺
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
後

は
日
本
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
を
対
象
と
し
て
、
二
〇
世
紀
前
半
に
お
け
る
日
本
企
業
に
よ
る
南
方
林
業
の
展
開
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
当
時
の
日
本
の
林
業
関
係
者
が
南
方
の
森
林
資
源
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
批
判
的
検
討

を
通
じ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
森
林
資
源
開
発
と
帝
国
林
業
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
ず
、
戦
前
期
に
最

も
多
く
の
南
洋
材
を
日
本
へ
供
給
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
日
本
人
移
民
が
多
く
暮
ら
し
て
い
た
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
ダ
バ
オ
で
一
九
一
六
年

に
日
本
人
実
業
家
が
伐
採
事
業
を
始
め
た
の
が
最
初
で
あ
り
、
そ
の
後
、
多
く
の
日
本
企
業
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
伐
採
事
業
に
乗
り
出
す
こ
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と
と
な
っ
た
が
、
一
九
三
〇
年
代
よ
り
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
の
方
針
に
よ
り
外
国
企
業
単
独
で
の
伐
採
権
の
獲
得
は
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
資
本
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
資
本
と
の
合
弁
に
よ
る
事
業
展
開
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
方
、
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
で
は
英
国
資

本
の
英
領
ボ
ル
ネ
オ
木
材
会
社
（
Ｂ
・
Ｂ
・
Ｔ
）
が
公
有
林
の
伐
採
権
を
独
占
し
て
お
り
、
同
社
設
立
以
前
の
一
九
一
〇
年
代
に
長
期
の

伐
採
権
を
獲
得
し
て
い
た
一
部
の
日
本
企
業
を
除
く
と
、
そ
れ
以
降
に
森
林
開
発
事
業
を
開
始
し
た
企
業
は
す
べ
て
Ｂ
・
Ｂ
・
Ｔ
の
短
期

サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
を
購
入
し
て
、
伐
採
事
業
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ボ
ル
ネ
オ
で
も
一
九
一
〇
年

代
後
半
に
は
日
本
企
業
が
進
出
し
、
伐
採
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ボ
ル
ネ
オ
植
民
地
政
府
は
一
九
三
〇
年
代
に
入
る

と
日
本
企
業
の
伐
採
事
業
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
や
制
約
を
課
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
四
一
年
七
月
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
政

府
、
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
政
府
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ボ
ル
ネ
オ
政
府
は
い
ず
れ
も
対
日
資
産
凍
結
令
を
出
し
た
こ
と
で
、
現
地
の
日
系
木
材
会
社

は
操
業
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
企
業
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
で
の
森
林
開
発
事
業
は
、
当
初
は
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
に

よ
る
民
間
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
国
策
会
社
の
東
洋
拓
殖
や
南
洋
拓
殖
に
よ
る
資
金
援

助
を
得
て
次
第
に
日
本
帝
国
林
業
の
一
翼
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
南
方
林
業
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
は
南
洋
材
に
対
す
る
日
本
の
林
業
関
係
者
の
認
識
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。
そ
の
一

つ
が
南
洋
材
を
「
準
国
産
材
」
と
み
な
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
森
林
資
源
を
日
本
の
権
益
の
対
象
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
東
南
ア
ジ
ア
の
森
林
を
日
本
本
土
の
森
林
の
代
替
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
樺
太

に
お
け
る
山
火
事
や
虫
害
に
よ
る
森
林
資
源
の
減
少
や
日
本
本
土
で
の
過
伐
に
よ
る
森
林
減
少
に
よ
り
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
日
本
帝

国
は
森
林
資
源
の
不
足
に
直
面
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
パ
ル
プ
材
や
軍
需
用
材
の
新
た
な
供
給
源
と
し
て
、
そ
し
て
疲
弊
し
た
日

本
本
土
の
森
林
を
休
養
さ
せ
、
回
復
さ
せ
る
た
め
の
代
替
材
と
し
て
、
南
洋
材
が
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
下
の
総
力
戦
に
お
け
る
総
動
員
体
制
の
も
と
で
、
南
方
の
森
林
資
源
は
大
東
亜
共
栄
圏
の
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
、

中
枢
た
る
日
本
本
土
の
森
林
資
源
の
涵
養
と
共
栄
圏
内
の
木
材
需
給
に
資
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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終
章
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
各
章
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
、
日
本
の
「
帝
国
林
業
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
英
帝
国
林
業
と
の
比
較
を

ふ
ま
え
て
検
討
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
今
後
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

注（
1
）　
「
環
境
主
義
」
は
“environm

entalism

”
の
訳
語
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
文
脈
に
お
い
て
「
環
境
保
護
主
義
」
や
「
環
境
保
全
主
義
」、「
環
境

論
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
訳
し
分
け
ら
れ
て
い
る
。
本
書
第
一
章
で
は
、
主
と
し
て
林
学
的
な
視
点
か
ら
「
環
境
保
全
主
義
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
序

章
に
お
い
て
は
保
全
主
義
と
保
護
主
義
の
両
方
を
含
む
包
括
的
な
概
念
と
し
て
「
環
境
主
義
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
て
お
く
。

（
2
）　

及
川
（2011
）
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
い
わ
ゆ
る
進
歩
主
義
（
革
新
主
義
）
時
代
（progressive era

：
一
九
世
紀
末
〜
二
〇
世
紀
初
頭
）
に
「
保

全
」
と
い
う
考
え
方
が
台
頭
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
時
代
に
保
全
は
米
国
の
公
共
政
策
の
一
部
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
関
連
行
政
機
関
の
数
も
増
大
し

た
と
い
う
。

（
3
）　

こ
の
よ
う
な
野
田
ら
の
指
摘
が
、
歴
史
学
に
お
け
る
「
総
力
戦
」
研
究
（
山
之
内
ほ
か
：1995

）
の
成
果
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

（
4
）　

な
お
、
本
書
の
副
題
は
「
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
環
境
保
護
と
資
源
開
発
」
と
し
た
が
、
こ
の
際
の
「
東
ア
ジ
ア
」
は
ほ
ぼ
日
本
帝
国
の
勢
力

圏
の
範
囲
と
重
な
る
も
の
で
、
東
南
ア
ジ
ア
も
含
む
広
義
の
東
ア
ジ
ア
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

文
　
献

井
上
貴
子
編
（2011

）『
森
林
破
壊
の
歴
史
』
明
石
書
店
。

及
川
敬
貴
（2011

）「
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
環
境
行
政
機
構
改
革
の
背
景
　

―
　

一
九
二
〇
年
代
の
保
全
概
念
の
変
容
」
寺
尾
忠
能
編
『
環
境
政
策
形
成
過
程

の
国
際
比
較
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
七
―
三
二
頁
。

大
田
伊
久
雄
（2013

）「
森
林
の
資
源
化
と
戦
後
林
政
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
影
響
」
野
田
公
夫
編
『
農
林
資
源
開
発
の
世
紀
　

―
　「
資
源
化
」
と
総
力
戦
体
制

の
比
較
史
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
七
五
―
二
二
五
頁
。

洪
廣
冀
・
羅
文
君
・
胡
忠
正
（2019

）「
從
「
本
島
森
林
的
主
人
翁
」
到
「
在
自
己
的
土
地
上
流
浪
」：
臺
灣
森
林
計
畫
事
業
區
分
調
査
的
再
思
考
（1925︲

1935

）」『
臺
灣
史
研
究
』
二
六
巻
二
号
、
四
三
―
一
一
一
頁
。

米
家
泰
作
（2019

）『
森
と
火
の
環
境
史
　

―
　

近
世
・
近
代
日
本
の
焼
畑
と
植
生
』
思
文
閣
。
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坂
野　

徹
・
塚
原
東
吾
編
（2018

）『
帝
国
日
本
の
科
学
思
想
史
』
勁
草
書
房
。

竹
本
太
郎
（2009

）『
学
校
林
の
研
究
　

―
　

森
と
教
育
を
め
ぐ
る
共
同
関
係
の
軌
跡
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
。

永
井
リ
サ
（2011

）「
消
え
た
豹
の
森
　

―
　

鴨
緑
江
流
域
森
林
開
発
か
ら
見
た
中
国
東
北
森
林
消
尽
過
程
」
井
上
貴
子
編
『
森
林
破
壊
の
歴
史
』
明
石
書

店
、
八
〇
―
一
一
四
頁
。

永
井
リ
サ
（2013

）「
戦
前
の
中
国
東
北
地
域
に
お
け
る
日
本
側
造
林
事
業
に
つ
い
て
」『
歴
史
科
学
』
二
一
四
、
一
―
一
四
頁
。

中
島
弘
二
（2021

）「
日
本
帝
国
に
お
け
る
森
林
の
開
発
と
保
全
　

―
　

台
湾
を
事
例
に
」『
林
業
経
済
研
究
』
六
七
巻
一
号
、
三
―
一
五
頁
。

中
山
大
将
（2013
）「
植
民
地
樺
太
の
農
林
資
源
開
発
と
樺
太
の
農
学
：
樺
太
庁
中
央
試
験
所
の
技
術
と
思
想
」
野
田
公
夫
編
『
日
本
帝
国
圏
の
農
林
資

源
開
発
　

―
　

「
資
源
化
」
と
総
力
戦
体
制
の
東
ア
ジ
ア
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
五
九
―
三
一
五
頁
。

中
山
大
将
（2014
）『
亜
寒
帯
植
民
地
樺
太
の
移
民
社
会
形
成
　

―
　

周
縁
的
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
植
民
地
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
京
都
大
学

学
術
出
版
会
。

野
田
公
夫
編
（2013a

）『
農
林
資
源
開
発
の
世
紀
　

―
　

「
資
源
化
」
と
総
力
戦
体
制
の
比
較
史
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

野
田
公
夫
編
（2013b

）『
日
本
帝
国
圏
の
農
林
資
源
開
発
　

―
　

「
資
源
化
」
と
総
力
戦
体
制
の
東
ア
ジ
ア
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

萩
野
敏
雄
（1957

）『
北
洋
材
経
済
史
論
』
林
野
共
済
会
。

萩
野
敏
雄
（1961

）『
南
洋
材
経
済
史
論
』
林
野
共
済
会
。

萩
野
敏
雄
（1965

）『
朝
鮮
・
満
州
・
台
湾
林
業
発
達
史
論
』
林
野
弘
済
会
。

萩
野
敏
雄
（1997

）『
日
本
軍
政
と
南
方
占
領
地
林
政
』
日
本
林
業
調
査
会
。

萩
野
敏
雄
（2001

）『
日
露
国
際
林
業
関
係
史
論
』
日
本
林
業
調
査
会
。

ピ
ー
テ
ィ
、
Ｍ
．著
、
浅
野
豊
美
訳
（2012

）『
植
民
地
　

―
　

二
〇
世
紀
日
本
帝
国
五
〇
年
の
興
亡
』
慈
学
社
出
版
。

松
本
武
祝
（2011

）「
研
究
会
の
ま
と
め
に
代
え
て
　

―
　

植
民
地
朝
鮮
の
視
点
か
ら
」
井
上
貴
子
編
『
森
林
破
壊
の
歴
史
』
明
石
書
店
、
一
七
八
―
一
九

八
頁
。

水
野
祥
子
（2006

）『
イ
ギ
リ
ス
帝
国
か
ら
み
る
環
境
史
　

―
　

イ
ン
ド
支
配
と
森
林
保
護
』
岩
波
書
店
。

水
野
祥
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