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終
章

山
と
森

の
自
然
利
用
と
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス

白
水
　
智

池
谷
和
信

豊
か
な
山
地
の
資
源

　
日
本
は
周
囲
を
海
に
囲
ま
れ
た

「海
国
」
で
あ
る
が
、
同
時

に
国

土
面
積
の
七
割
近
く
が
山
に
覆
わ
れ
た

「山
国
」

で
も
あ
る
。
本
書

で
は
、
山
国
日
本
を
象
徴
す
る
中
部
地
方
か
ら
東
北
地
方
に
か
け
て

の
山
岳
地

帯
を
舞
台

に
、
山
の
自
然
と
人
と
の
関
係
、
ま
た
山

の

資
源
を
め
ぐ
る
人
と
人
と
の
関
係
を
解
き
明
か
し
て
い
こ
う
と
試

み

た
。
序
章

で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
環
境
を
人

々
が
ど
の
よ
う
に
利

用
し
、
ど
の
よ
う
に
保
全
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
時
代
に
よ

っ
て
ど

の
よ
う
な
規
制
が
は
た
ら
き
、
そ
れ
に
地
元
の
人
々
は
ど
う
対
処
し

て
き
た
の
か
、
と
い
う
の
が
本
書
の
課
題
で
あ

っ
た
。

　
山
間

・
山
中

に
点
在
す
る
山
村
は
、
昔
か
ら
経
済
的

・
文
化
的

に

貧
し
い
土
地
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
現
在
、
山
村
の
大
半
は
過
疎
地

で
あ
り
、
条
件
不
利
地
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

一
面
に

水
田
の
広
が
る
風
景
が

「豊
か
な
ム
ラ
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
す
れ
ば
、

水
田
の
開
き
に
く

い
山
村
は
確
か
に
貧
し
い
土
地
の
象
徴
か
も
し
れ

な
い
。

　
し
か
し
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
本
書
の
多
く

の
章
で
明
ら
か
に
し

て
き
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
正
し
く
は
な
い
。
山
地
に
は
多
様
な
資

源
が
豊

か
に
包
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
生

か
す
こ
と

で
さ
ま
ざ

ま
な
商
品
が
生
産
さ
れ
、
ま
た
生
活
に
必
要

な
自
給
品
も
賄
う
こ

と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
今
で
は
建
築
材
が
外
国
か
ら
の
輸
入
材

に
、
食
器
を
は
じ
め
と
す
る
日
用
品
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や
金
属

に
変

わ
り
、
ど
ち
ら
も
海
外
か
ら
の
資
材
に
頼
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
か

つ
て
そ
れ
ら
の
品
々
は
山
か
ら
の
木
材
を
材
料

と
す
る
も
の
で
あ

つ

た
。
多
額
の
金
銭
が
動
く
大
規
模
な
林
業
を
は
じ
め
、
木
を
削

っ
て

作
ら
れ
る
椀

・
盆
な
ど
の
木
地
物
や
、
木
の
薄

板
を
曲
げ
て
作
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
せ
い
ろ

る
弁
当
箱
や
膳

・
蒸
籠
と
い
っ
た
曲
物
な
ど
木
工
品
の
生
産
も
盛
ん
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で
、
多
様

な
商
品
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
。

ア
ワ

・
ヒ
エ

・
キ
ビ

・

ソ
バ
な
ど

の
穀
物
や
き
の
こ
、
山
菜
、
、獣
肉
、
川
魚
な
ど
の
食
材
、

そ
し
て
薬

や
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
資
材
も
山
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
、

自
給
で
き

る
品
目
も
多
数
に
の
ぼ

っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
低

い
石
高

と
は
裏
腹

に
多
数
の
人
口
を
抱
え
、
明
治
以
降
も
高
度
成
長
期
に
至

る
ま
で
は
そ
れ
な
り
の
活
性
を
保

っ
た
社
会
を
な
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
山
村
生
活
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
農
業

(焼
畑

・常
畠
Y
林
業

・

木
工
業

・
採
集

(山
菜

・
き
の
こ

・
生
活
資
材
)
・
狩
猟

・
漁
撈
な

ど
季
節

に
よ

っ
て
移
り
変
わ
る
生
業
の
多
様
性
で
あ
り
、
そ
れ
を
支

え
る
背
景

に
あ

っ
た
の
は
、
豊
か
な
山
地
の
資
源
で
あ

っ
た
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
す

べ
て
の
生
業
が
ど
の
山
村
に
も
常
に
セ
ッ
ト

で
揃

っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
山
村
は
多
か
れ
少
な
か
れ
複
数
種

の
主
要
な
生
業
を
組
み
合
わ
せ
て
生
活
す
る
の
が
普
通
で
は
あ

っ
た

が
、
時
代

に
よ
り
、
地
域
の
自
然
環
境

に
よ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他

の
要
因

に
よ
り
、
組
み
合
わ
せ
の
形
は

一
定
で
は
な
か

っ
た
。
と

い

う
の
も
、
資
源
利
用
の
知
識
や
技
術
が
未
発
達
で
あ

っ
た
り
、
権
力

者
に
よ
る
政
治
的
な
規
制

に
よ

っ
て
資
源
利
用
が
制
限

さ
れ
た
り
、

あ
る
い
は
特
定

の
資
源
を
過
剰
に
利
用
し
て
枯
渇
さ
せ
て
し
ま

っ
た

り
す
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
歴
史
的
に
重
な

っ
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。
山
村
生
活
と
い
う
と
、
太
古

の
昔
か
ら

一
定
の
技
術
で
変

わ
ら
ず
狩
猟
や
採
集
や
焼
畑
を
営
ん
で
き
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
中

だ
け
を
見
て
も
、
山

村
生
活
は
劇
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。

　
結
果
的
に
東
北

・
中
部
地
方

の
山
地
は
豊
か
な
森
林
を
維
持
し
て

き
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
資
源
枯
渇
や
野
生
動
物
の
害
な
ど
に
智
恵

を
は
た
ら
か
せ
、
葛
藤

を
繰
り
返
し
て
き
た

山
村
住
民
の
歴
史
が

あ

っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い

(第
4
章

・
第
16
章
〉。
そ
の
智

恵
は
集
落
の
開
か
れ
る
場
所
の
選
定
に
も
遡
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ

東
北
や
中
部
地
方
の
山
地
で
も
、
場
所
に
よ

っ
て
地
形
の
成
り
立
ち

や
気
候
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
は
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間
の

中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
後

の
気
候
特
性
に

よ

っ
て
も
大
き
な
違

い
を
生
み
出
し
て
き
た
。
東
北

・中
部
地
方
も
、

日
本
海
側
は
多
雪
地
帯
で
あ
り
、
人
の
常
住
す

る
環
境
と
し
て
は
こ

と
さ
ら
に
過
酷
で
あ

っ
た
。
し
か
し
人
は
地
滑

り
に
よ

っ
て
生
み
出

さ
れ
た
地
形
を
巧
み
に
選
ん
で
住
み
着
き
、
多
雪
の
環
境
と
そ
れ
に

育
ま
れ
た
動
植
物
を
う
ま
く
利
用
し
な
が
ら
生

活
し
て
き
た

(第
1

章
)
。

　
ま
た
、
人
間
活
動
と
植
物
と

の
関
係
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

長
き
に
わ
た
る
自
然
と
の
交
流

の
中
で
、
人
間

は
生
活
に
有
用
な
植

物
資
源
を
い
か
に
持
続
的
か
つ
多
様
に
利
用
す

る
か
の
智
恵
を
獲
得

し
て
き
た
。

　

つ
ま
り
、

一
般

に
は
手

つ
か
ず

の
原
生
林
に
比

べ
て
、
人
の
手
が
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多
く
加
わ

っ
た
森
林
ほ
ど
生
物
多
様
性
が
低
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ

る
が
、
実

は
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
い
え
な

い
。
生
物
学
的
な

調
査
か
ら

は
、
か
え

っ
て
適
度
に
人
の
手
が
入

っ
た
森
林
の
方
が
む

し
ろ
生
物
多
様
性
が
高
く
な

っ
た
り
す
る
場
合
も
確
認
さ
れ
て
い
る

(第
2
章
)
。

　
動
物
と
人
と
の
関
係
も
同
様
で
あ
る
。
東
北
地
方
に
生
息
し
た
六

種
の
哺
乳
類
の
う
ち
、
ク

マ
・
サ
ル

・
カ
モ
シ
カ
が
生
き
延
び
た
と

い
う
こ
と

は
人
と
う
ま
く
関
係
を
維
持
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
。
し

か
し
、
イ

ノ
シ
シ

・
オ
オ
カ
ミ

・
シ
カ
は
減

っ
た
り
絶
滅
し
た
り
し

て
お
り
、
人
と
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
か

っ
た

一
面
を
も

つ
。
二

つ
の
タ
イ
プ
の
違

い
は
、
狩
猟
時
の
人
の
追

い
方
と
動
物
の
逃
げ
方

の
違
い
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
説
明
で
き
る
と
い
う

(第
3
章
)。

　

こ
の
よ
う
な
地
形
、
植
物
、
動
物
な
ど
の
自
然
的
基
盤

の
も
と
に
、

本
書
で
は
、
藩
政
期
以
降

に
お
け
る
人
間
活
動
の
変
遷
を
た
ど
り
、

人
と
社
会

と
自
然
と
の
関
係
を
考
え
て
き
た
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
若

干
整
理
し

て
、
新
た
な
知
見
を
明
確
に
し
て
い
く
。

二

山
地
資
源
の
利
用
を
め
ぐ
る
葛
藤
の
変
遷

　
山
村
で

は
多
様
な
自
然
資
源

を
利
用
し
た
生
活
が
続

い
て
き
た

が
、
こ
こ
で
注
意
し
た

い
の
は
、
誰
も
が
い
つ
で
も
自
由
に
、
使

い

た
い
放
題
利
用

で
き
た
わ
け
で
は
な
い
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
人

口

に
対
し
て
資
源
が
無
尽
蔵
と
い
う
ほ
ど
存
在
し
た
原
始
時
代
は
と
も

か
く
、
集
落
が
成
立
し
、
人
々
が
共
同
生
活
を
営
む
歴
史
時
代

に
入

る
と
、
山
地
資
源
の
利
用
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ

ル
が
発
生
し
、

社
会
的
規
制
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
と
り
わ
け
列
島
の

人
口
が

一
千
万
人
を
超
え
て
山
間
地
で
も
諸
種

の
産
業
が
盛
ん
に

な

っ
て
き
た
近
世

(江
戸
時
代
)
以
降
は
、
残

さ
れ
た
史
料
の
豊
富

さ
と
も
相
侯

っ
て
、
山
村
社
会
に
何
が
起

こ
っ
て
い
た
か
が
具
体
的

に
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
時
代
に
よ
る
政
治
的

・
社
会
的
条

件
の
違

い
を
考
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
た
ど

っ
て
み
よ
う
。

藩
政
期
に
お
け
る
山
地
資
源
を
め
ぐ
る
葛
藤

　
近
世
に
お
け
る
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
大
き
な
イ
ベ

ン
ト
と
な

っ
た
の
は
、五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
が
発
布
し
た
著
名
な
「生

類
憐
れ
み
の
令
」
で
あ
ろ
う
。
日
本
史
の
分
野

で
は
、
塚
本
学

に
よ

っ

て
本
令

の
読
み
直
し
が
行
わ
れ
、
人
と
自
然
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

大
き
く
認
識
が
深
ま

っ
た
が
、
ま
だ
ま
だ
解
き
尽
く
さ
れ
ぬ
問
題
も

多

い
。
領
主
の
都
合

に
よ
る
政
策
が
生
物
を
絶
滅

に
追

い
や
る
方
向

に
作
用
し
た
例
と
し
て
、
牧
馬
を
襲
う
オ
オ
カ
ミ
を
退
治
し
よ
う
と

し
た
盛
岡
藩

の
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る

(第
8
章
)
。
住
民
の
中

に
は

オ
オ
カ
ミ
が
農
作
物
を
食

い
荒
ら
す
害
獣
の
天
敵
だ
と
し
て
共
存
す
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る
志
向
も
あ

っ
た
が
、
藩
主
導
の
牧
馬
飼
養
政
策
か
ら
す
れ
ば
、
オ

オ
カ
ミ
は
憎
き
敵
以
外

の
何
物

で
も
な
か

っ
た
。
近
世

の
内
に
お

い

て
オ
オ
カ

ミ
の
完
全
な
撲
滅
は
達
成
で
き
な
か

っ
た
も
の
の
、
オ
オ

カ
ミ
の
減

少
は
猪

の
増
加
を
招
き
、
そ
れ
が

一
因
と
な

っ
て

「猪
ケ

ガ
チ
」
と
よ
ば
れ
る
大
規
模
な
農
作
物
被
害
を
も
た
ら
し
、
多
数
の

住
民
を
飢

餓
に
追

い
や
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
支
配
者
の
政
策

が
生
物
多
様
性

の
自
律
的
機
能
に
よ

っ
て
保
た
れ
て
い
た
自
然
の
バ

ラ
ン
ス
を
崩
し

て
し
ま

っ
た
事
例
と
言
え
よ
う
。

　
も

っ
と
も
、
各
藩
の
独
立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
た
近
世
に
お
い
て

は
、
領
主

の
自
然

へ
の
対
し
方
は

一
律
で
は
な
か

っ
た
。
野
生
動

物
、
特
に
農
業

へ
の
敵
対
獣
を
退
治
す
る
猟
師
を
ど
う
規
制
す
る
か

は
、
鉄
砲
使
用

の
許
容
性
と
も
絡
ん
で
、
藩
ご
と

に
大
き
く
制
度
が

異
な

っ
て

い
た
。
東
北
諸
藩

の
中
で
は
、
八
戸
藩

・
盛
岡
藩

・
弘
前

藩

・
会
津

藩

・
新
庄
藩
な
ど
と
比
較
し
て
仙
台
藩
の
猟
師
数
が
突
出

し
て
お
り
、
三
〇
〇
〇
人
を
超
え
て

い
る

(第
6
章
)。
猟
師
に
対

す
る
各
藩

の
政
策
の
違

い
が
、
野
生
動
物
と
人
間
と
の
関
係
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
確
か
に
あ
ろ
う
。

　
た
だ

一
方
で
、
領
主
の
政
策
基
調
が
そ
の
ま
ま
在
地

(実
際
の
現

地
)
に
も
貫
徹
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。

一
例
と
し
て
、
中
世
か
ら
近
世

に
か
け
て
各
地

の
山
間
部
に

設
け
ら
れ
た
巣
鷹
山
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
巣
鷹
山
と
は
、
領
主

の
行
う
狩
猟
で
あ
る
鷹
狩
り
用

の
タ
カ
を
捕
獲
す
る
た
め
に
確
保
さ

れ
た
領
域
を
い
う
。
中
部
地
方
の
長
野

・
新
潟
県
境

に
あ
た
る
秋
山

地
域
に
も
幕
府
に
よ

っ
て
巣
鷹
山
が
設
定
さ
れ
、
厳
し
い
利
用
規
制

が
敷
か
れ
、
基
本
的

に
自
由
な
木
材
伐
採
は
許

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
意
味
で
、
巣
鷹
山
の
存
在
が
、
近
世
秋
山
の
森
林
環
境
保
全
に

一

定

の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
幕
府
が

一
度
命
令
を
発
す
れ
ば
そ
れ
が
在
地
で
厳
格

に
守
ら
れ
た
か
と

い
え

ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
。
実
際
に
山
間

に
居
住
し
、
そ
こ
の

資
源
を
利
用

・
管
理
し
て
い
る
の
は
在
地
の
住
民
で
あ
り
、
巣
鷹
山

制
度
も
現
実
に
は
幕
府

・
巣
守

(巣
鷹
山
管
理

の
た
め
に
任
命
さ
れ

た
地
元
住
民
)
・
周
辺
地
域
か
ら
の
山
利
用
者

の
せ
め
ぎ
合

い
の
中

で
運
用
さ
れ
る
の
が
実
態
で
あ

っ
た
。
周
辺
地
域
か
ら
の
過
剰
な
森

林
伐
採
の
動
き
に
対
し
て
、
巣
鷹
山
制
度
と
い
う
環
境
保
護
に
ま

つ

わ

る
支
配
者

(幕
府
)

レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

(管
理

・
統
治
の
仕

組

み
)
は
機
能
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
実
は

こ
れ
も
巣
守
た
ち
在

地
住
民
の
環
境
ガ
バ
ナ

ン
ス
と
結
果
的
に
利
害

が

一
致
し

て
機
能

し
た
だ
け
と

い
う
こ
と
も
で
き
る

(第
5
章
)
。
特

に
実
際
に
ど
の

程
度
環
境
が
守
ら
れ
る
か
は
、
巣
守
の
思
惑

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
支
配
者
側
の
意
志
や
政
策
理

念
だ
け
を
も
と
に
各
時
代
の
環
境
政
策
を
論
じ

る
こ
と
は
、
大
き
な

事
実
誤
認
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。
制
度
と
実
態
と
の
乖
離
に
も
十
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分
に
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

　
猟
師
の
場
合

に
は
、
移
動
す
る
動
物
が
捕
獲
対
象
と

い
う
こ
と
も

あ
り
、
支
配
者
の
定
め
た
領
域
を
越
え
、
ま
た
村

々
の
境
界
を
越
え

て
狩
猟
を
行
う
こ
と
も
常
で
あ
り
、
行
政
的
な
支
配
に
と
ら
わ
れ
な

い
狩
猟
の
権
利
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
。

マ
タ
ギ
と
呼

ば
れ
た
東
北
の
伝
統
的
猟
師
た
ち
が
、
狩
猟
の
み
な
ら
ず
山
地
生
活

の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識

・
技
能
に
長
け
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る

が
、
彼
ら

は
地
元
か
ら
離
れ
て
遠
方
ま
で
狩
猟

に
出
向
く
こ
と
も
あ

り

(旅

マ
タ
ギ
、
特
に
秋
田

の
森
吉
山
麓

に
暮
ら
す
猟
師
)、
そ
の

際
に
は
狩

猟
の
権
利
を
保
証

さ
れ
た
と
す
る
巻
物
を
携
帯
し
て
い

た
。
猟
師

の
あ
り
方
も
地
域

に
よ

っ
て
多
様
で
あ
る
が
、

マ
タ
ギ
の

場
合
、
そ

の
巻
物
は
、
そ
の
持
ち
主
が

マ
タ
ギ
で
あ
る
こ
と
を
証
明

し
、
潔
斎

を
行

っ
た
猟
師
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
た
め
の
も
の
で

あ

っ
た
と

い
う

(第
7
章
)。
狩
猟
者

を
は
じ
め
と
す
る
在
地
住
民

の
世
界
に
は
、
在
地
な
り
の
主
体
的
な
独
自
の

ル
ー

ル
や
シ
ス
テ
ム

が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

近
現
代
に
お
け
る
山
地
資
源
を
め
ぐ
る
葛
藤

　
近
世
の
支
配
制
度
が
崩
れ
、
時
代
が
明
治
を
迎
え
る
と
、
政
治
も

法
も
経
済
制
度
も
大
き
く
変
貌
し
た
。
日
本
史

で
は
明
治
維
新
か
ら

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
ま
で
を
近
代
、
そ
れ
以
後
を
現
代
と
よ
ぶ

が
、

こ
の
期
間
に
は
山
と
森
林
を
め
ぐ
る
諸

制
度
も
例
外

で
は
な

く
、
大
き
な
変
化
を
遂
げ
る
。
た
だ
、
在
地
の
住
民
は
ど
の
よ
う
な

変
化
が
起
き
て
も
、
そ
の
土
地

の
環
境
を
利
用
し
あ
る
い
は
改
変
す

る
主
体
で
あ
り
続
け
る
。
上
意
下
達
の
方
式
で
、
国
は
強
引

に
近
代

国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
、
施
策
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
が
、
在

地

の
実
態
と
の
矛
盾
に
苦
し
む
地
元
村
な
ど
は
、
と
き
に
県

や
国
と

厳
し
い
対
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。
焼
畑

や
入
会
地
な
ど
山
地

の
土
地
利
用
形
態
は
、
西
洋
的
な
法
規
範
と
は
相
容
れ
な

い
も
の
が

あ
り
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
を
生
み
出
し

て
い
た
の
で
あ
る

(第

13
章
)。

　
技
術
面
で
も
そ
う
し
た
矛
盾
は
露
呈
し
て
き
て
お
り
、
長
野
県
秋

山

で
の
木
工
品
製
作
の
変
遷

に
は
、
そ
れ
が
具
体
的
に
表
れ
て
い
る
。

明
治
以
降
の
木
鉢
作
り
で
は
、
材
料
と
な
る
ト

チ
材
の
枯
渇

に
と
も

な

っ
て
、
そ
の
確
保
が
周
辺

の
国
有
林
か
ら
県

外
材
の
購
入
に
変
わ

り
、
同
時

に
製
作
工
程

に
も
変
化
が
見
ら
れ
た

(第
12
章
)。
社
会

的
条
件

の
変
化
に
遭
い
な
が
ら
、
人
々
は
資
源

利
用
を
模
索
し
続
け

る
姿
が
垣
間
見
え
る
。
ま
た
、
技
術
の
選
択
に

つ
い
て
は
、
そ
の
背

景
と
な
る
自
然
、
政
治
、
経
済

の
状
況
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
で

あ
ろ
う
。
東
北

・
中
部
の
狩
猟

に
お
い
て
、
領

主
に
よ
る
鉄
砲
使
用

容
認
の
状
況
や
毛
皮

・
熊
の
胆
な
ど
の
経
済
的
需
要
、
猟
師

の
技
量

や
地
形
的
特
色
な
ど
に
よ

っ
て
ク
マ
な
ど
の
狩
猟
方
法
が
選
択

さ
れ
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る
と

い
う
指
摘
は
興
味
深

い

(第
11
章
)。

　
動
物

に
つ
い
て
も
、
近
代
以
降
そ
の
生
息
に
大
き
な
変
化
が
見
ら

れ
る
。
サ

ル
が
急
激
に
減
少
し
て
い
る
の
は
人
間
に
よ
る
狩
猟
圧

の

増
加
が
原

因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
単
に
銃
器
の

進
歩
が
あ

っ
た

の
み
で
な
く
、
自
然
を
客
体
視
せ
ず

「汲
め
ど
も
尽

き
ぬ
」
限
り
な

い
資
源
と
し
て
認
識
す
る
日
本
人
の
自
然
観
が
あ

っ

た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(第
10
章
)。
も

っ
と
も
、
山
地
に
お

け
る
動
物

の
消
長
は
す

べ
て
人
間
の
意

の
ま
ま
に
決
ま
る
の
で
は
な

い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
北
上
山
地
の
事
例
か
ら
は
、
野
生
動
物
の

減
少
は
、
人
間
の
利
用
度
の
高

い
動
物
が
必
ず
し
も
減
少
し
な
い
な

ど
、
狩
猟

圧
だ
け
で
な
く
複
雑
な
要
因
が
か
ら
む
と
の
指
摘
が
あ
る

(第
9
章
)。

　
ま
た
秋
山
で
は
、
焼
畑
跡
地
に
カ
ラ
マ
ツ
の
植
林
地
が
見
か
け
ら

れ
る
が
、

こ
れ
は
土
木
工
事
補
助
材
と
し
て
需
要
が
大
き
か

っ
た
第

二
次
世
界
大
戦
後
に
積
極
的
に
植
え
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
長
野

県
は
全
国
有
数

の
カ
ラ

マ
ツ
産
地
で
あ
り
、
そ
の
時
代
の
経
済
状
況

か
ら
有
利
な
木
材
と
し
て
植
林
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
今
と
な

っ

て
は
ヒ
ノ
キ
の
半
額
程
度
の
価
値
し
か
な

い
が
、
人
は
な
か
な
か
長

期
に
わ
た

る
社
会
や
経
済
の
変
動
を
予
測
で
き
ず
、
そ
の
と
き
ど
き

の
都
合

で
自
然
環
境
を
利
用
し
て
し
ま
う
実
例
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。

シ
カ
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
、
人
間
の
都
合

に
よ
る

駆
除
や
放
置
が
シ
カ
の
消
長
に
そ
の
ま
ま
反
映

さ
れ
て
い
る

(第
鷲

章
)
。

現
在
の
山
地
資
源
を
め
ぐ
る
葛
藤

　
山
地
に
お
け
る
自
然
資
源
利
用

の
智
恵
は

現
在
も
息
づ

い
て
い

る
。
山
菜
や
き
の
こ
の
採
集
は
以
前
の
よ
う
に
自
給
的
な
生
業
と
い

う
面
影
は
薄
く
な
り

つ
つ
あ
る
も
の
の
、
秋
山

で
は
植
林
地

の
巧
み

な
副
次
的
利
用
と
し
て
そ
の
採
取
が
行
わ
れ
て

い
る
。
木
材
と
し
て

の
生
育
条
件
の
よ
く
な

い
カ
ラ

マ
ツ
林
内

で
、
逆

に
そ
こ
を
ネ

マ
ガ

リ
タ
ケ
の
タ
ケ
ノ
コ
や
ギ

ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
な
ど
山
菜
の
栽
培
地

と
し
て
利
用
し
て
い
る
場
所
も
あ
り
、
環
境
条
件

に
応
じ
た
柔
軟
な

自
然
利
用
の
あ
り
方
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る

(第
14
章
)

　
山
菜
な
ど
が
多
く
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
現
在
で

も
、
山
村

に
お
け
る
山
菜
採
取
が
、
地
元
住
民

の
生
活
と

一
体
と
な

り
な
が
ら
続
い
て
い
る
東
北
の
例
も
、
長
き
に
わ
た
る
自
然
と
の
関

係
性
の
表
れ
と

い
え
よ
う

(コ
ラ
ム
ー
)。

　

一
方
、
近
年
問
題
化
し
つ
つ
あ
る
の
が
農
作
物

に
対
す
る
獣
害
で

あ
る
。
古
く
か
ら
山
地
住
民
は
鹿
や
熊
や
猪
な

ど
の
動
物

に
よ
る
農

作
物
や
人
に
対
す
る
害
を
受
け
て
き
た
。
か

つ
て
動
物
も
狩
猟
対
象

と
し
て
盛

ん
に
山
村
住
民
が
狩

っ
た
り
、
あ
る

い
は
害
獣
と
し
て
駆

除
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
が
、
現
在
で
は
産
業
構
造
の
変
化

に
よ
る
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人
間
の
山
地
か
ら
の
撤
退
や
過
疎
化

に
と
も
な
う
狩
猟
圧

の
低
下
な

ど
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
と
は
異
な
る
背
景
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。

岩
手
県
遠
野
市
の
ク

マ
被
害
を
分
析
し
た
研
究

で
は
、
ク

マ
に
よ
る

被
害
は
比
較
的
新
し

い
現
象
で
、
ク

マ
の
行
動
と
環
境
と
の
関
係
に

つ
い
て
も

十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(第

16
章
)
。
ま
た
、
イ
ノ
シ
シ
の
害

に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
「正
し
い
」

と
さ
れ
る
対
処
を
ど
こ
に
で
も
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
機
械
的
対
処

で
は
な
く
、
各
集
落

の
現
状

や
社
会
関
係
を
含
み
込
ん
だ
柔
軟
な

方
策
を
立

て
る
べ
き
だ
と
の
主
張
も
な
さ
れ
て
き
て
い
る

(
コ
ラ
ム

2
)。三

自
然
を
考
え
る
際
の
人
間
社
会
の
視
点

　
上
記
の
イ
ノ
シ
シ
の
害
に
関
す
る
指
摘
は
、
実
は
重
要
な
論
点
を

含
ん
で
い
る
。
人
間
と
自
然

の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
往

々
に
し
て

我

々
は
人

間
対
自
然
の
直
接
関
係

の
み
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
で
あ

る
。
人
が
自
然
を
利
用
す
る
と
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
人

は
動
物
を

ど
の
よ
う
な
技
術

で
狩

っ
た
の
か
、
人
は
樹
木
伐
採
の
技

術
を
ど
の
よ
う
に
進
歩
さ
せ
て
き
た
の
か
、
と

い
っ
た
よ
う
な
見
方

で
あ
る
。

そ
れ
は

一
方
で
確
か
に
重
要
な
視
覚
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
で
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
合

い
の
歴
史
を
た
ど
ろ
う
と
す
る

と
、
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
人
間
社
会
内
部
の
政
治

・
法
制

・
経

済

・
慣
習

・
信
仰
と

い
っ
た
視
点
で
あ
る
。
人
は
自
然
に
対
し
て
必
ず
し
も
そ
の
時
点
で

持
て
る
限
り
の
技
術
や
意
欲
を
も

っ
て
、
剥
き
出
し
の
力
で
立
ち
向

か
う
と
は
限
ら
な
い
。
各
時
代

の
政
治
や
信
仰

に
よ
る
社
会
的
規
制

が
は
た
ら

い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
古
代
か
ら
中

世
に
か
け
て
施
行
さ
れ
た

「
殺
生
禁
断
令
」
や
近
世
の

「
生
類
憐
れ

み
の
令
」
の
発
布
、
巣
鷹
山
や
御
林
山
な
ど
領
主
管
理
の
山
林
に
対

す
る
利
用
規
制
な
ど
が
思

い
あ
た
る
。
こ
れ
ら
は
為
政
者
に
よ
る
政

治
的
な
要
因
で
あ
る
が
、
他

に
も
資
源
利
用
の
均
等
性
を
確
保
す
る

た
め
の
禁
漁
期
間
の
設
定
や
解
禁
日
の
設
定
な

ど
も
社
会
的
規
制
で

あ
り
、
こ
れ
ら
は
在
地
の
住
人
た
ち
に
よ
る
自
律
的
な
規
制
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
経
済
的
な
動
機
な
ど

に
触
発
さ
れ
、
利
用

の
抑
制
と
は
反
対

に
、
過
剰
な
ほ
ど
の
力
で
自
然
か
ら
資
源
を
略
奪

す
る
こ
と
も
あ
る
。
近
世
初
期
の
森
林
過
伐
や
製
鉄
に
と
も
な

っ
て

中
国
山
地
が
ほ
と
ん
ど
は
げ
山
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
事
例
は
そ
う
し

た
実
例
と
な
る
。
ま
た
、
政
治
や
経
済
の
諸
要

因
は
、
相
互

に
か
ら

み
合

っ
て
作
用
す
る
場
合
も
多

い
。

つ
ま
り
自

然
の
特
性
や
人
間
の

技
術
力
以
外
に
、
社
会
的
な
状
況
を
考
慮

に
入
れ
な
い
こ
と
に
は
、

自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
測
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
先
の

イ
ノ
シ
シ
の
害

に
関
す
る
指
摘
に
も
あ

っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
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人
間
と
自
然
の
関
係
性
を
考
え
て
い
く
際
に
は
、
人
間
社
会
内
部
の

さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
も
含
み
込
ん
だ
う
え
で
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

こ
れ
ま

で
在
地
の
実
情
を
知
ら
弧
為
政
者
に
よ
る
圧
力
や
、
経
済

的
な
要
因

に
よ
る
外
来

・
内
部
の
者

に
よ
る
過
剰
利
用
が
自
然
と
の

葛
藤
を
生

み
、
自
然
資
源
の
枯
渇
や
荒
廃
を
も
た
ら
し
た
歴
史
も

あ

っ
た
が
、

一
方
で
住
民

の

「賢
明
な
利
用
」

に
よ

っ
て
守
ら
れ
、

維
持
さ
れ

て
き
た
資
源
が
あ

っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
多

く
の
場
合
、
そ
の
地
域

に
長
期
的
に
定
住
す
る
住
民
た
ち
の
自
然
と

の
交
流
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
在

地
住
民
が
地
域

の
自
然
と
の
交
流
を
断
ち
切
り
、
見
放
し
て
し
ま

っ

た
ら
、
お
そ
ら
く
今
日
の
日
本
列
島

の
自
然
は
大
き
く
異
な

っ
た
様

相
を
呈
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
自
然
の
状
態
が
好
ま
し

い
の
か
は
、
社
会
的
な
立
場
に
よ

っ
て
も
異
な
る
が
、
為
政
者
の
権

威
を
巧
み
に
借
り
る
こ
と
も
含
め
て
、
基
本
的

に
は
地
域
の
自
然
環

境
は
、
地
域
の
住
民
た
ち
が
常
に
関
心
を
も

っ
て
利
用
し
や
す

い
よ

う
に
保
全

し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
で
守
ら
れ
て
き
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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