
フ
イ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
森
林
管
理
の
一
〇
〇
年
―
↓
域
住
民
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
了
―
‐

葉

山

ア
ツ
コ

て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
筆
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
主
に
お
こ
な
っ
て
き
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
も
、
住
民

参
加
に
よ
る
森
林
再
生
、
保
全
は
、
同
国
の
中
心
的
な
森
林
政
策
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
世
紀
初
め
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
は
、
面
積
の
約
七
〇
％
が
天

然
林
に
覆
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
全

域
で
山
地
面
積
が
占
め
る
割
合
が
五
〇
％
強
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
当

時
は
山
地
の
ほ
と
ん
ど
が
、
さ
ら
に
低
地
、
平
野
部
の
か
な
り
の
部

分
が
、
フ
タ
バ
ガ
キ
科
の
樹
木

（そ
の
な
か
の
数
種
が
ラ
ワ
ン
材
と
総

称
さ
れ
る
）
を
優
占
種
と
す
る
豊
か
な
天
然
林
に
覆
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
約

一
〇
〇
年
経
た
現
在
、
天
然
林
面
積

（３
）

は
、
国
土
面
積
の
二
〇
％
を
切
る
ま
で
に
減
少
し
た
。
各
地
の
山
々

は

じ

め

に

熱
帯
林
の
荒
廃
、
消
失
が
地
球
的
規
模
の
環
境
問
題
と
し
て
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
途
上
国
の
森
林
問
題
は
、
多
く
の

開
発
援
助
機
関
の
対
象
分
野
に
な
っ
て
い
る
が
、
概
観
す
る
限
り
、

解
決
に
結
び
つ
く
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

近
年
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
主
要
な
森
林
政
策
課
題
は
、

残
さ
れ
た
天
然
林
の
保
護
と
消
失
し
た
森
林
資
源
の
再
生
で
あ
る
。

住
民
参
加
が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
開
発

や
環
境
保
全
の
分
野
で
、
国
家
や
市
場
の
論
理
に
基
づ
い
た
森
林
資

源
管
理
が
結
果
と
し
て
熱
帯
林
の
荒
廃
、
消
失
を
招
い
た
と
い
う
反

省
か
ら
、
実
際
の
資
源
利
用
者
で
あ
る
地
域
住
民
が
管
理
主
体
と
し

8ア



で
広
範
に
目
に
つ
く
の
は
、
イ
ネ
科
の
チ
ガ
ヤ
で
覆
わ
れ
た
草
原
で

あ
る
。

他
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
同
様
、
フ
イ
リ
ピ
ン
の
林
野
お
よ
び
森
林

資
源
の
所
有
主
体
は
国
家
で
あ
り
、
政
府
は
そ
の
管
理
責
任
を
負

っ

て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
森
林
政
策

に
お
け
る
住
民
の
位
置
づ
け

は
、
近
年
大
き
な
変
化
を
み
た
。
天
然
林
が
豊
富
で
木
材
生
産
が
さ

か
ん
で
あ

っ
た
時
期
は
、
地
域
住
民
は
、
政
府
に
よ
っ
て
森
林
消
失

を
引
き
起
こ
す

「資
源
破
壊
者
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
地
域
住
民

が

「資
源
管
理
の
担
い
手
」
と
し
て
森
林
政
策
の
中
心
に
据
え
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、　
一
九
八
六
年
の
マ
ル
コ
ス
政
権
崩
壊
後
の

こ
と
で
あ
る
。

マ
ル
コ
ス
政
権
を
終
焉
さ
せ
た
民
主
化
運
動
が
、
そ

れ
ま
で
政
治
家
や
企
業
の
手
に
あ

っ
た
森
林
資
源
利
用
を
地
域
住
民

の
手
に
、
と
い
う
草
の
根
運
動
を
活
発
化
さ
せ
た
の
は
必
然
の
流
れ

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
住
民
参
加
を
開
発
理
念
と
す
る
援
助
機
関

が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
森
林
政
策
転
換
を
後
押
し
し
た
の
も
必
然
だ
っ

た
と
言
え
る
。
地
域
住
民
を
主
体
と
す
る
森
林
管
理
の
制
度
化
は
、

研
究
の
分
野
に
お
い
て
も
、
歓
迎
す
べ
き
制
度
改
革
で
あ
る
と
論
じ

ら
れ
て
い
る
。

筆
者
の
基
本
的
な
立
場
は
、
こ
れ
に
異
論
を
唱
え
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
森
林
政
策
の
な
か
の
地
域
住
民
の
位
置
づ
け
ら
れ
方

に
違
和
感
を
覚
え
る
と
い
う
の
が
率
直
な
気
持
ち
で
あ
る
。
た
し
か

に
、
資
源
管
理
に
お
け
る
住
民
参
加
が
、
民
主
主
義
を
具
現
化
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
「参
加
」
を

「管
理
」

に
置
き
換
え
で
、
地
域
住
民
を

「資
源
管
理
者
」
と
し
て
政
策
の
な

か
に
据
え
る
こ
と
は
、
彼
ら
を
部
外
者

（と
く
に
政
府
や
援
助
機
関
、

研
究
者
も
含
ま
れ
る
）
が
期
待
す
る
役
割
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る

危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
の

「資
源
破
壊

者
」
に
し
ろ
、
近
年
の

「資
源
管
理
者
」
に
し
ろ
、
森
林
政
策
に
お

け
る
地
域
住
民
の
位
置
づ
け
は
、
そ
の
時
々
の
時
代
の
要
請
に
応
じ

た
、
部
外
者
に
よ
る
都
合
の
い
い
住
民
に
対
す
る
解
釈
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
筆
者
が
感
じ
る
違
和
感
を
出
発
点
と
し
て
、
本
稿
で

は
、
フ
イ
リ
ピ
ン
の
森
林
政
策
に
お
け
る
地
域
住
民
の
位
置
づ
け
を

歴
史
的
に
た
ど
り
、
さ
ら
に
、
近
年
の
森
林
政
策
の
な
か
に
地
域
住

民
を
資
源
管
理
者
と
し
て
据
え
る
と
い
う
視
点
の
問
題
点
を
考
察
し

て
み
た
い
。

一

「資
源
破
壊
者
」
と
し
て
の
住
民

―
―
焼
畑
耕
作
の
違
法
化

ア
メ
リ
カ
統
治
が
開
始
さ
れ
た
一
八
九
八
年
か
ら
現
在
ま
で
の
約



一
〇
〇
年
間
の
森
林
政
策
に
お
け
る
地
域
住
民
の
位
置
づ
け
ら
れ
方

を
整
理
す
る
と
、
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
２

）
一
九
七
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
天
然
林
が
豊
富
で
、
木

材
生
産
が
さ
か
ん
で
あ

っ
た
と
き
の

「資
源
破
壊
者
」
と
し
て
の
住

民
、
含
し
森
林
資
源
の
減
少
が
顕
著
に
な
り
、
森
林
再
生
が
国
家
的

課
題
と
し
て
出
て
き
た

一
九
七
〇
年
ご
ろ
か
ら
の

「植
林
の
担

い

手
」
と
し
て
の
住
民
、
そ
し
て
、
Ｔ
こ
一
九
八
六
年
の
民
主
化
復
興

後
の
森
林
再
生
、
環
境
保
全
を
担
う

「資
源
管
理
者
」
と
し
て
の
住

民
、
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
森
林
を
自
由
に
利
用
し
て
き
た
住
民
の
生
業

活
動
、
と
く
に
森
林
の
農
業
的
土
地
利
用
が
、
国
家
に
対
す
る
違
法

行
為
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
住
民
が

「資
源
破
壊
者
」
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
期
に
つ
い
て
述

べ
よ
う
。

一
六
世
紀
後
半
か
ら
約
二
五
〇
年
続
い
た
ス
ペ
イ
ン
植
民
統
治
時

代
に
お
け
る
植
民
地
政
府
の
実
質
的
な
支
配
領
域
は
、
住
民
の
キ
リ

ス
ト
教
化
に
成
功
し
た
低
地
社
会
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ

島
を
含
む
南
部
イ
ス
ラ
ム
社
会
や
数
多
く
の
少
数
民
族
が
居
住
す
る

森
林
地
帯
お
よ
び
山
地
は
そ
の
支
配
力
が
十
分
に
及
ば
な
い
国
家
領

域
の
外
で
あ
っ
た
。
森
林
を
永
続
的
に
、
そ
し
て
秩
序
あ
る
方
法

で
、
産
業
経
済
、
国
家
財
源
に
役
立
て
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
が
導
入

し
た
方
法
が
、
国
家
に
よ
る
科
学
的
な
森
林
管
理
―
科
学
的
林
業
―

で
あ
っ
た
。

フ
イ
リ
ピ
ン
を
統
治
し
始
め
た
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
本
国
は
、
人
口

増
加
と
木
材
産
業
拡
大
の
た
め
に
森
林
の
減
少
、
荒
廃
が
顕
著
に

な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
憂
慮
す
る
人
々
の
間
か
ら
自
然

保
護
を
求
め
る
声
が
出
始
め
、
そ
れ
が
国
有
林
の
設
置
に
つ
な
が
っ

て
い
っ
た
。　
一
九
〇
五
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
森
林
局
に
よ
る

森
林
管
理
方
針
は
、
「最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
原
理
と
す
る
功

利
主
義
を
基
本
と
し
、
科
学
的
林
業
、
す
な
わ
ち
、
国
家
が
森
林
を

科
学
的
に
管
理
、
利
用
す
る
こ
と
で
森
林
の
保
全
が
図
ら
れ
る
と
い

う
理
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
本
国
に
科
学
的
林
業
を
導
入

し
、
同
じ
理
念
を
植
民
地
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
ア
メ

リ
カ
の
初
代
森
林
局
長
官
に
な
る
Ｇ

・
ピ
ン
シ
ョ
ー

（Ｑ
いいｏ
ａ

コ
甲

ｏｇ
”）
で
あ

っ
た
。

フ
イ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
科
学
的
林
業
を
成
立
さ
せ
、
森
林
を
植
民

地
経
営
の
財
源
に
寄
与
す
る
源
泉
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ま
で
実

質
的
支
配
の
及
ば
な
か
っ
た
森
林
地
帯
お
よ
び
山
地
を
国
家
領
域
に

組
み
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
本
国
に
な

ら
っ
た
法
律
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。　
一
九
〇
三
年
制
定
の
公
有
地

法
に
よ
っ
て
、
す
で
に
私
有
権
が
確
定
し
て
い
た
土
地
以
外
の
森
林



地
帯
、
山
地
は
す
べ
て
公
有
地

（＝
国
有
地
）
と
さ
れ
た
。
公
有
地

の
な
か
の
農
耕
適
地

（平
坦
地
、
低
地
）
は
、
払
い
下
げ
や
入
植
制

度
な
ど
を
通
し
て
私
有
地
と
し
て
譲
渡
さ
れ
、
そ
れ
以
外
は
、
国
有

林
と
し
て
囲
い
込
ま
れ
た
。
こ
こ
に
、
科
学
的
林
業
導
入
の
た
め
の

法
的
準
備
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
実
際
に
、
科
学
的
林
業
は
、
国
土
面
積
の
か
な
り
の
部
分
が

天
然
林
に
覆
わ
れ
て
い
た
フ
イ
リ
ピ
ン
に
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
良
質
な
材
を
も
つ
フ
タ
バ
ガ
キ
科
樹
種
の
豊
か
さ
に

魅
了
さ
れ
た
ピ
ン
シ
ョ
ー
は
、
フ
イ
リ
ピ
ン
の
森
林
を
フ
タ
バ
ガ
キ

科
樹
種
な
ど
の
商
業
価
値
２
局
い
樹
種
ば
か
り
で
構
成
さ
れ
る
森
林

に
造
成
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
。
そ
れ
を
現
場
の
森
林
で
実
践
す
る

の
は
、　
一
定
期
間
、　
一
定
区
域
の
森
林
を
割
り
当
て
ら
れ
た
企
業
で

あ

っ
た
。
以
来
、
政
府
に
よ
る
森
林
管
理
と
企
業
に
よ
る
コ
ン
セ
ッ

シ
ョ
ン
方
式
の
伐
採
と
が

一
体
に
な

っ
て
展
開
し
て
い
く
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
科
学
的
林
業
の
主
た
る
担
い
手
は
、
ア
メ

リ
カ
近
代
資
本
で
あ

っ
た
。
近
代
的
木
材
生
産
は
、　
一
九
〇
四
年
、

ネ
グ
ロ
ス
島
に
お
い
て
イ
ン
シ
ｉ
フ
ー
木
材
会
社
に
よ
っ
て
開
始
さ

れ
た
。
同
社
の
経
営
者
は
、
シ
ア
ト
ル
屈
指
の
製
材
機
製
造
会
社
経

営
者
で
も
あ

っ
た
。
ネ
グ
ロ
ス
島
は
主
要
な
輸
出
作
物
で
あ

っ
た
サ

ト
ウ
キ
ビ
の

一
大
産
地
で
も
あ
り
、
同
島
の
低
地
林
が
皆
伐
さ
れ
た

の
は
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
拡
大
が
意
図
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
森
林
利
用
の
論
理
は
、
植
民
統
治
開
始

当
初
か
ら
市
場
と
同
調
し
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
当
時
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
林
業
は
ど
れ
ほ
ど

「科
学
的
」

で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
商
業
価
値
の
低
い
樹
種
は
す
べ
て
伐
採
、

フ
タ
バ
ガ
キ
科
樹
種
な
ど
の
商
業
価
値
の
高
い
樹
木
は
胸
高
直
径
四

〇
セ
ン
チ
以
下
の
も
の
は
残
し
、
そ
れ
以
上
は
伐
採
、
高
価
値
の
樹

木
で
胸
高
直
径
七
五
セ
ン
チ
以
上
の
も
の
は
す
べ
て
伐
採
、
と
さ
れ

た
。
こ
の
択
伐
法
を
遵
守
す
る
こ
と
で
、
天
然
更
新
に
よ
っ
て
よ
り

経
済
価
値
の
高
い
森
林
が
造
成
さ
れ
る
は
ず
で
あ

っ
た
。
森
林
官
の

仕
事
は
伐
採
可
能
な
樹
木
に
印
を
つ
け
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か

し
、
現
実
に
は
、
訓
練
を
受
け
た
森
林
官
の
数
は
不
足
し
て
お
り
、

伐
採
の
現
場
で
こ
の
よ
う
な
規
制
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。

科
学
的
林
業
の
遂
行
に
お
け
る
最
大
の
脅
威
は
野
火
や
森
林
火
災

で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
大
の
障
害
は
地
域
住
民
に
よ
る
森
林
利
用
、

と
く
に
農
業
的
土
地
利
用
で
あ

っ
た
。
必
然
的
に
、
火
入
れ
開
墾
を

す
る
焼
畑
移
動
耕
作

（フ
イ
リ
ピ
ン
の
言
葉
で
カ
イ
ン
ギ
と

は
、
森

林
を
破
壊
す
る
行
為
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
家
に
よ
る
規

制
、
排
除
、
罰
則
の
対
象
と
な

っ
た
。



た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
最
後
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
森
林
局
の

局
長
で
あ

っ
た
Ａ

・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

（＞
『手
電

”
】お

，
ｑ
）
に
よ
る

一
九
二
六
年
の
年
次
報
告
書
に
は
、
森
林
局
は
同
年
約
二
二
〇
〇
件

の
焼
畑
耕
作
に
対
し
て
は
許
可
を
与
え
た
が
、
罰
則

（罰
金
か
禁
固

刑
）
の
対
象
と
な
っ
た
違
法
な
焼
畑
耕
作
が
約

一
二
〇
〇
件
あ
っ
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
カ
イ
ン
ギ
ン

（焼
畑
耕
作
）
問
題
」

の
解
決
の
た
め
に
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
数
を
増
や

し
、
焼
畑
耕
作
を
お
こ
な
う
住
民
に
は
厳
罰
主
義
で
臨
む
べ
き
で
あ

り
、
か
つ
、
彼
ら
を
啓
蒙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
か
れ
て
い

（‐２
）

２
つ

。

こ
う
し
て
焼
畑
移
動
耕
作
は
、
戦
前
、
戦
後
を
通
し
て
、
政
府
報

告
書
、
政
策
論
文
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
家
財
源
た

る
木
材
生
産
を
脅
か
し
、
森
林
消
失
を
も
た
ら
す

「
元
凶
」
と
し
て

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
カ
イ
ン
ギ
ン
＝
犯
罪
」
と
い
う
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
。

フ
イ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
、
科
学
的
林
業
が
、
森
林
政
策
の

「規

範
」
と
し
て
そ
の
力
を
最
も
発
揮
し
た
の
は
、
日
本
の
高
度
成
長
時

代
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
日
本
市
場
に
お
け
る
合
板
原
木
と
し
て
の

フ
タ
バ
ガ
キ
科
樹
種
の
需
要
拡
大
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
土
を
木
材

ブ
ー
ム
で
覆

い
、
各
地
で
木
材
生
産

（採
取
林
業
）
が
展
開
し
た
。

択
伐
施
行
に
基
づ
い
て
、
森
林
は
政
府
と
伐
採
企
業
に
よ
っ
て
科
学

的
に
管
理
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
伐
採
企
業
の
年
間
許
容
伐

採
量
は
、
森
林
局
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
現
実
に
進
行
し
て
い
た
広
範
な
森
林
の
荒
廃
、
消
失

は
、
科
学
的
林
業
が
失
敗
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
政
府
に
よ

る
資
源
管
理
が
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
た
。
森

林
官
の
数
は
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
た
う
え
に
、
年
間
伐
採
許
容
量

と
択
伐
施
行
を
遵
守
し
た
伐
採
企
業
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
年
間
伐

採
許
容
量
そ
の
も
の
も
政
治
的
に
操
作
さ
れ
、
成
長
量
を
著
し
く
越

え
た
伐
採
が
合
法
と
さ
れ
た
。　
一
旦
、
開
か
れ
た
森
林
は
、
だ
れ
で

も
が
容
易
に
利
用
で
き
る
空
間
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
利
用
者

の
侵
入
を
誘
発
し
た
。

一
方
で
、
政
府
は
、
科
学
的
林
業
の
遂
行
を
妨
げ
、
森
林
を
荒

廃
、
消
失
さ
せ
て
い
る
の
は
、
住
民
に
よ
る
焼
畑
移
動
耕
作

（カ
イ

ン
ギ
ン
）
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

一
一

「植
林

の
担

い
手
」
と
し
て
の
住
民

―
―
増
加
す
る
山
地
人
口
、減
少
す
る
森
林
資
源

戦
前
よ
り
、
森
林
消
失
の
犯
人
と
さ
れ
て
き
た
カ
イ
ン
ギ
ン
問
題

に
新
た
な
視
点
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
文
化
人
類
学
者
の
研
究
成
果

9′



で
あ

っ
た
。

一
九
五
七
年
に
発
表
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
民
族
誌
、
文
化
人
類
学

者
Ｈ

・
コ
ン
ク
リ
ン

（口
”
『ｏ
こ

０
８
〓
】こ

に
よ
る
焼
畑
農
耕
民
の

研
究
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
と
し
て
は
す
で
に
古
典
で
あ
る
が
、
今

も
、
そ
の
研
究
成
果
は
色
褪
せ
て
い
な
い
。

コ
ン
ク
リ
ン
は
、　
一
九

五
〇
年
代
初
め
の
数
年
間
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ミ
ン
ド
ロ
島
南
東
部
の

森
林
を
居
住
域
と
す
る
焼
畑
農
耕
民

ハ
ヌ
ノ
オ

・
マ
ン
ヤ
ン
族
と
生

活
を
と
も
に
し
、
彼
ら
の
焼
畑
農
業
を
実
に
詳
細
か
つ
緻
密
に
記
述

し
た
。
徹
底
的
に
冷
静
に
事
実
を
描
写
す
る
こ
と
で
、
コ
ン
ク
リ
ン

は
、
彼
ら
の
焼
畑
農
業
が
自
然
環
境
と
調
和
し
た
生
業
形
態
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
。

た
と
え
ば
、　
ハ
ヌ
ノ
オ

・
マ
ン
ヤ
ン
族
は
、
原
生
林
を
む
や
み
に

伐
開
し
て
火
を
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
成
熟
二
次
林
を
循
環
的
に
利

用
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
作
付
け
期
間
は
短

期
間
で
長
期
間
の
休
閑
期
間
を
も
う
け
て
い
る
こ
と
、
焼
畑
適
地
の

選
定
に
は
、
森
林
の
遷
移
状
態
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
慮
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
火
入
れ
時
に
は
周
り
の
森
林
に
飛
び
火
し
な
い
よ
う

に
風
向
き
な
ど
に
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
る
こ
と
、
土
壊
流
出
を
抑

え
る
た
め
の
農
法

（た
と
え
ば
、
伐
開
時
に
多
く
の
立
木
を
残
す
、
鋤

や
鍬
で
耕
起
を
し
な
い
、
数
多
く
の
栽
培
作
物
を
混
作
す
る
な
ど
）
が
採

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
彼
ら
の
焼
畑
農
業
の
技
術
と
資
源
管
理

に
関
す
る
詳
細
な
記
述
は
、
そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
焼
畑
耕

作
悪
玉
論
を
払
拭
す
る
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
。

コ
ン
ク
リ
ン
の
研
究
は
、
結
果
と
し
て
、
焼
畑
農
耕
民
と
焼
畑
農

業
を
森
林
消
失
の
犯
人
と
み
な
す
人
々
、
と
く
に
政
策
立
案
者
、
に

対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
コ
ン
ク
リ
ン
は
、
そ

れ
ま
で
カ
イ
ン
ギ
ン
と
い
う
言
葉
で

一
つ
に
く
く
ら
れ
て
語
ら
れ
て

い
た
フ
イ
リ
ピ
ン
の
焼
畑
耕
作
を
、
土
地
の
利
用
方
法
と
住
民
の
居

住
形
態
を
も
と
に
類
型
化
し
、　
ハ
ヌ
ノ
オ

・
マ
ン
ヤ
ン
族
の
よ
う
な

少
数
民
族
、
あ
る
い
は
先
住
民
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
お
こ
な
う
焼
畑

耕
作
と
、
低
地
民
が
お
こ
な
う
そ
れ
と
を
明
確
に
区
別
し
た
。
そ
し

て
、
森
林
荒
廃
、
消
失
の
原
因
と
し
て
政
府
が
非
難
し
て
き
た
焼
畑

耕
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
、
主
に
、
開
墾
地
を
求
め
て
商
業
伐

採
跡
地
に
入

っ
て
き
た
低
地
民
で
あ
る
と
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
低
地

民
は
、
山
地
の
自
然
環
境
や
傾
斜
地
に
関
す
る
知
識
が
不
足
し
て
い

る
た
め
、
同
じ
場
所
で
何
年
も
続
け
て
火
入
れ
を
し
て
、
樹
木
の
切

り
株
や
根
、
種
を
殺
し
、
土
地
の
肥
力
を
著
し
く
低
下
さ
せ
、
最
終

的
に
は
チ
ガ
ヤ
の
草
原
に
変
え
て
し
ま
う
、
と
論
じ
た
。

コ
ン
ク
リ
ン
の
一
連
の
研
究
が
、
政
策
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、　
一
九
六
〇
年
代
半
ば
ご
ろ
か
ら
政



府
の
カ
イ
ン
ギ
ン
問
題
に
対
す
る
姿
勢
が
変
化
し
て
き
た
の
は
事
実

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
厳
罰
主
義
で
カ
イ
ン
ギ
ン
に
対
処
す

る
の
で
は
な
く
、
再
定
住
計
画
も
含
め
、
山
地
住
民
に
よ
る
土
地
利

用
が
、
森
林
資
源
消
失
に
結
び

つ
か
な
い
よ
う
な
施
策
の
導
入
が
検

討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

政
府
の
態
度
が
変
化
し
た
背
景
に
は
、
山
地
住
民
に

「不
法
占
拠

者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼

っ
て
も
、
現
実
に
増
加
し
続
け
る
山
地

人
口
を
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
山
地
住

民
の
多
く
は
、
低
地
か
ら
の
移
住
者
で
あ
っ
た
。
カ
イ
ン
ギ
ン
問
題

は
、
低
地
に
お
け
る
社
会
経
済
的
な
諸
問
題

（大
土
地
所
有
制
度
、

土
地
な
し
層
の
増
加
、
一雇
用
吸
収
力
の
停
滞
な
ど
）
の
反
映
で
あ
る
と

い
う
認
識
が
政
策
立
案
者
や
研
究
者
の
間
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。

さ
ら
に
、　
一
九
七
〇
年
半
ば
よ
り
、
フ
イ
リ
ピ
ン
の
木
材
生
産
量

が
急
激
に
減
少
し
始
め
る
。
天
然
林
減
少
を
取
り
戻
す
ほ
ど
の
森
林

再
生
は
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
。　
一
九
七
五
年
に
始
ま

っ
た
山
地
住

民
を
取
り
込
む
国
家
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
、
住
民
の
土
地
利
用
権
を
追

認
し
、
保
有
地
内
あ
る
い
は
近
隣
の
禿
げ
山
で
の
植
林
を
義
務
づ
け

る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
国
有
林
地
内
の
土
地
利
用
に
政
府
の

お
墨
付
き
を
も
ら
い
た
い
住
民
と
植
林
を
進
め
た
い
政
府
の
利
害
が

一
致
し
た
政
策
で
あ

っ
た
。
住
民
に
対
す
る
土
地
利
用
権
の
保
証

は
、
彼
ら
に
長
期
的
か
つ
保
全
的
な
土
地
利
用

（果
樹
な
ど
の
水
年

作
物
栽
培
や
植
林
）
を
促
す
は
ず
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て

い
た
。
こ
の
前
提
は
、
近
年
の
森
林
政
策
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
天
然
林
が
豊
か
で
あ

っ
た
こ
ろ
、
森
林
政
策

の
な
か
で

「資
源
破
壊
者
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
山
地
住
民
の

位
置
づ
け
が
、
森
林
再
生
と
い
う
新
た
な
国
家
的
課
題
の
な
か
で
、

安
価
な
労
働
力
が
期
待
さ
れ
る

「植
林
の
担

い
手
」

へ
と
変
化
し

た
。

〓
一

「
資
源
管
理
者
」
と
し
て
の
住
民

―
―
そ
れ
を
支
え
る
前
提
の
検
討

近
年
の
森
林
政
策
上
の
地
域
住
民
の
位
置
づ
け
は
、
単
な
る

「植

林
の
担
い
手
」
か
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で

「資
源
管
理
者
」
で
あ
る
。

こ
の
流
れ
の
背
景
と
し
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
開
発
援
助
機
関
に
お

け
る
住
民
参
加
型
開
発
の
重
視
が
あ
る
が
、
研
究
の
分
野
に
お
け
る

共
有
資
源
管
理
論

（
コ
モ
ン
ズ
論
）
の
展
開
の
影
響
も
大
き
い
と
思

わ
れ
る
。

一
九
六
八
年
、
ア
メ
リ
カ
の
人
類
生
態
学
者
Ｇ

・
ハ
ー
デ
ィ
ン

６
”
『【ｏ一”
口
”
『Ｑ
一●
）
は
、
共
有
資
源

（
コ
モ
ン
ズ
）
に
対
す
る
個
人



の
追
加
的
利
用

（そ
の
利
益
は
そ
の
個
人
の
も
の
、
し
か
し
費
用
は
資

源
利
用
者
全
員
の
負
担
）
を
排
除
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
に
、

結
局
は
資
源
減
少
、
枯
渇
が
起
こ
る
と
い
う

「
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
」

を
発
表
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
悲
劇
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
共
有

資
源
を
私
有
か
公

（国
）
有
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し

か
し
、
共
有
資
源
を
外
部
か
ら
の
強
制
的
な
権
力
で
、
私
有
財
産
あ

る
い
は
国
有
財
産
に
す
べ
き
と
す
る

ハ
ー
デ
ィ
ン
ヘ
の
反
論
と
し

て
、
世
界
各
地
に
お
け
る
牧
草
地
、
森
林
、
灌
漑
施
設
、
水
産
資
源

な
ど
の
共
有
資
源
管
理
慣
習
の
事
例
蓄
積
と
そ
の
理
論
化
が
進
ん

だ
。
資
源
利
用
者
集
団

（
ぞ

ュヽ

ニ
テ
ィ
）
間
の
資
源
利
用
に
関
す

る
制
度
の
研
究
が
、
大
き
な
展
開
を
み
せ
た
。

一
九
九
五
年
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
行
政
命
令

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基

盤
と
す
る
森
林
管
理
」
は
、
資
源
管
理
主
体
と
し
て
の
地
域
住
民
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
住
民
組
織
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
国
有
林
野
に
お
け
る
地
域
住
民
の
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
を
ね
ら

っ

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
禿
げ
山
を
含
め
た
近

隣
の
国
有
林
管
理
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
委
ね
、
森
林
再
生
と
環
境
保

全
を
目
指
す
と
い
う
政
策
的
意
図
で
あ
る
。
そ
の
二
年
前
の

一
九
九

二
年
に
は
、
少
数
民
族
、
先
住
民
の
居
住
域
に
お
け
る
彼
ら
の
慣
習

的
な
利
用
権
が
法
的
に
認
め
ら
れ
た

（た
だ
し
、
所
有
権
は
あ
く
ま
で

も
国
家
に
帰
属
）。

社
会
経
済
的
、
政
治
的
に
優
位
に
立
つ
集
団
に
よ
っ
て
森
林
資
源

利
用
が
支
配
さ
れ
て
き
た
フ
イ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
、
地
域
住
民
に
よ

る
資
源
管
理
の
制
度
化
は
、
周
辺
化
さ
れ
た
人
々
の
資
源

へ
の
ア
ク

セ
ス
復
権
と
い
う
意
味
で
も
画
期
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
地

域
住
民
が
林
野
か
ら
排
除
の
対
象
と
さ
れ
た
時
代
と
、
地
域
住
民
の

参
与
に
よ
る
資
源
管
理
が
期
待
さ
れ
て
い
る
現
在
の
最
大
の
相
違

は
、
前
者
が
林
野
を
覆

っ
て
い
た
の
が
豊
か
な
天
然
林
で
あ

っ
た
の

に
対
し
、
後
者
が
草
原
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
政
府
が
期
待
す

る
地
域
住
民
に
よ
る
コ
モ
ン
ズ
構
築
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
の
植
生

の
差
が
意
味
す
る
こ
と
は
極
め
て
大
き
い
。

こ
こ
で
、
筆
者
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
地
域
住
民
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
よ
る
資
源
管
理
を
推
進
す
べ
き
と
い
う
議
論
が
、
森
と
人
と

の
静
態
的
関
係
を
前
提
に
し
て
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
地
域
住
民
主
体
の
森
林
資
源
管
理
論
に
よ
く
み
ら
れ

る
前
提
と
し
て
、
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。
２

）
山
地
、
森
林
地

帯
に
居
住
す
る
人
々

（少
数
民
族
、
先
住
民
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
）

は
、
小
規
模
で
社
会
経
済
的
に
比
較
的
均
質
な
社
会
を
構
成
し
て
お

り
、
排
他
的
な
居
住
域
と
境
界
線
を
も
っ
て
い
る
、
含
こ
森
と
人
は



自
律
的
に
調
和
す
る
関
係
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
曾
こ
地
域
住
民

は
、
森
林
資
源
の
管
理
主
体
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
以
下
、
こ

れ
ら
の
前
提
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第

一
の
前
提
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
先
述
の
少
数
民
族
、
先

住
民
の
居
住
域
に
お
け
る
慣
習
的
利
用
権
を
認
め
た

一
九
九
二
年
の

行
政
規
則
の
文
言
に
、
「均
質
な
社
会
」
を
構
成
す
る
少
数
民
族
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
「明
確
に
限
定
さ
れ
た
領
域
」
内
の
土
地
と
資

源
を

「先
祖
伝
来
の
慣
習
と
伝
統
」
に
基
づ
い
て
管
理
す
る
、
と
あ

′つ
。た

し
か
に
、
先
述
し
た
コ
ン
ク
リ
ン
の
焼
畑
農
耕
民
の
研
究
を
は

じ
め
と
し
て
、
森
林
地
帯
や
山
地
に
居
住
す
る
少
数
民
族
、
先
住
民

と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
慣
習
的
に
持
続
的
な
土
地
、
資
源
利
用
を
お

こ
な

っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
多
く
の
事
例
研
究
が
あ
る
。
社
会
経
済

的
に
均
質
な
小
規
模
集
団

（
コ
ミ
ｉ

一
テ
こ

は
、
個
々
人
の
関
係

が
密
接
で
あ
る
た
め
、
資
源
利
用
に
お
け
る
利
害
関
係
を
調
節
す
る

コ
ス
ト
が
少
な
く
て
す
む
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
持
続
的

資
源
管
理
の
た
め
の
規
範
と
共
同
行
動
が
形
成
さ
れ
や
す
い
と
い
う

説
明
は
説
得
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
、　
一
九
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
に
人
と
自
然
と
の
関
係
を

探
求
す
る
こ
と
を
課
題
に
し
た
生
態
人
類
学
に
お
け
る
研
究
蓄
積

も
、
近
年
の
地
域
住
民
に
よ
る
資
源
管
理
を
主
張
す
る
人
々
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
生
態
人
類
学
の
主
要
関
心

は
、
進
化
論
の
影
響
を
受
け
、
世
界
各
地
の
狩
猟
採
集
民
、
農
耕

民
、
牧
畜
民
集
団
の
個
別
の
自
然
環
境

へ
の
適
応
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
適
応
と
い
う
概
念
に
は
、
機
能
主
義
的
な
性
格
が

伴
う
。

筆
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
政
策
側
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
前
面
に
出
し
て
、
資
源
管
理
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
機
能
集
団
と
し
て
措
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
、
社
会
秩
序
を
乱
す
よ

う
な
個
人
の
資
源
利
用
行
動
に
規
制
を
か
け
る
主
体
で
あ
る
、
と
。

共
有
資
源
管
理
論
に
お
い
て
、
共
有
資
源
が
長
期
に
持
続
的
に
利
用

さ
れ
、
維
持
管
理
さ
れ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
資
源
利
用
者
間
で

利
用
規
則
、
監
視
、
罰
則
者

へ
の
制
裁
、
紛
争
解
決
法
な
ど
が
必
要

（２６
）

で
あ
る
と
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
政
策
が
想
定
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
あ
た
か
も

そ
の
存
在
が
自
明
で
あ
る
よ
う
に
語
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
性
格
規
定

は
単

一
的
、
静
態
的
で
あ
る
。　
一
九
五
〇
年
代
は
じ
め
の
ハ
ヌ
ノ

オ

・
マ
ン
ヤ
ン
族
は
、
た
し
か
に
、
社
会
経
済
的
に
均
質
な
小
規
模

集
団
を
形
成
し
、
持
続
的
資
源
利
用
を
可
能
に
す
る
歴
史
的
条
件
の



も
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
ま
と
ま
り

は
、
親
族
を
中
心
に
し
た
そ
の
小
集
団
を
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、

ハ
ヌ
ノ
オ

ｏ
マ
ン
ヤ
ン
族
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
存
在
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
さ
ら
に
、
現
在
の
彼
ら
の
社
会
内
部
に
は
、
天
然
資
源
利

用

・
依
存
の
差
、
経
済
的
な
差
、
外
部
資
源

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
差
、

政
治
的
関
心
の
差
な
ど
社
会
、
経
済
的
格
差
が
歴
然
と
存
在
し
、
均

質
さ
で
住
民
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

慣
習
的
な
資
源
利
用
の
規
範
が
、
資
源
を
持
続
的
に
維
持
さ
せ
、

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
部
の
公
正
を
保

つ
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ

の
た
め
の
制
度
を
確
立
さ
せ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
あ

っ
て
も
、

そ
れ
は
普
遍
で
は
な
い
。
慣
習
的
制
度
が
、
外
部
の
社
会
経
済
的
変

化
の
影
響
を
受
け
て
変
化
す
る
こ
と
は
歴
史
が
教
え
て
い
る
。

ま
た
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
少
数
民
族
す
べ
て
が
、
た
と
え
ば
、
北
部

ル
ソ
ン
の
山
岳
地
帯
を
居
住
域
と
す
る
少
数
民
族

（棚
田
耕
作
民
と

し
て
知
ら
れ
る
イ
フ
ガ
オ
族
、
ボ
ン
ト
ツ
ク
族
な
ど
）
の
よ
う
に
、
排

他
的
に
確
立
し
た
居
住
域
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
固
定

的
、
排
他
的
領
域
の
境
界
線
を
も
つ
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
構
成
員
を
境
界
線
を
も
う
け
て
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
資
源

を
求
め
て
移
動
す
る
人
々
も
存
在
す
る
。

次
に
、
森
と
人
と
は
自
律
的
に
調
和
す
る
関
係
で
あ
る
と
い
う
第

二
の
前
提
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
前
提
に
基
づ
い
て
、
先
述
し
た

一
九
九
二
年
の
行
政
規
則
に
は
、
山
地
に
居
住
す
る
住
民
は

「
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
生
態
系
を
維
持
」
す
る
た
め
に

「
天
然
資
源
を
保

全
、
保
護
」
す
る
、
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
土
地
の
利
用
権
を
保
証

す
れ
ば
、
住
民
は
、
そ
の
土
地
に
自
ず
と
永
年
作
物
や
樹
木
を
植
え

る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
前
提
に
依

っ
て
い

２つ
。こ

の
前
提
は
、
生
態
学
で
使
わ
れ
る
平
衡

（
つ
り
あ
い
の
状
態
）

と
い
う
概
念
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
は
、

あ
る
植
物
群
落
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
様
相
を
変
化
さ
せ

（遷
移
）、
最
終
的
に
極
相
林
で
安
定
す
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
こ

こ
で
植
物
群
落
を
シ
ス
テ
ム
と
言
い
換
え
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
地
球

全
体
を

一
つ
の
生
態
系

（
エ
コ
シ
る
ア
ム
）
と
し
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
シ
ス
テ
ム
の
安
定
と
は
、
構
成
要
素
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
が

取
ら
れ
、

つ
り
あ
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

森
と
人
と
の
関
係
を
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
両
者
の

関
係
は
、
植
物
群
落
が
極
相
林
に
向
か
う
が
ご
と
く
、
自
律
的
に
安

定
し
た
方
向
に
落
ち
着
い
て
い
く
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ

ス
テ
ム
の
安
定
を
保

つ
た
め

に
、
シ
ス
テ
ム
内

で
自
己
調
整

（フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
構
）
が
働
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
考



え
を
共
有
資
源
管
理
シ
ス
テ
ム
に
適
用
す
る
と
、
持
続
的
資
源
利
用

を
可
能
に
す
る
た
め
の
制
度

（資
源
利
用
者
間
の
ル
ー
と

が
そ
れ

で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
域
住
民
に
よ
る
資
源
管

理
を
支
持
す
る
人
々
は
、
こ
の
よ
う
に
森
と
人
と
の
関
係
が
、
理
想

と
す
べ
き
あ
る

一
定
の
つ
り
あ
い
状
態
に
向
か
う
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
持
続
的
に
利
用
さ
れ
る
入
会
林
野
や
長
期

休
閑
期
間
を
設
け
て
循
環
利
用
さ
れ
る
成
熟
二
次
林
な
ど
が
そ
の
典

型
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
生
態
学
の
分
野
で
使
わ
れ
て
い
る
平
衡
と
い
う
概
念

は
、
単
系
的
で
も
静
態
的
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
平
衡
状
態
は
、
複

数
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
閾
値
を
越

え
た
大
き
な
力
が
生
態
系
に
加
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
ま
で
存
在
し

て
い
た
平
衡
状
態

へ
は
戻
ら
ず
、
全
く
別
の
平
衡
状
態
に
転
移
し
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
然
林
が
頻
繁
な
野
火
に
よ
っ
て
草

原
に
な

っ
て
し
ま
う
現
象
を
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

複
数
の
平
衡
状
態
と
外
部
か
ら
の
大
き
な
力
と
い
う
概
念
を
、
森

と
人
と
の
関
係
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
森
林
が
豊
か
で

あ

っ
た
こ
ろ
の
、
森
と
人
と
が
つ
り
あ

っ
て
い
た
状
態
と
は
、
そ
こ

に
住
む
人
々
が
森
林

へ
働
き
か
け
、
た
と
え
ば
、
長
期
休
閑
を
伴
う

焼
畑
耕
作
、
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
森
林
の
持
続
性
が
保
た
れ
た
状

態
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ン
ク
リ
ン
が
調
査
し
た

一
九
五
〇
年
代
は
じ
め
の
ハ
ヌ
ノ
オ

・
マ
ン
ヤ
ン
族
の
森
林
利
用
が

そ
の
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
九
五
〇
年
代
は
じ
め
の
ハ
ヌ
ノ

オ

・
マ
ン
ヤ
ン
族
は
、
２

）森
林
資
源
量
に
比
べ
て
人
口
規
模
が
圧

倒
的
に
少
な
か
っ
た
、
含
こ
森
林
資
源
利
用
に
関
す
る
試
行
錯
誤
を

長
期
間
経
験
し
て
い
た
、
３
こ
貨
幣
経
済
が
ほ
と
ん
ど
浸
透
し
て
い

な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
最
も
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、

（四
）資
源

（森
林
と
土
地
）
利
用
が
競
合
す
る
他

の
利
害
関
係
者

（た
と
え
ば
、
伐
採
企
業
や
低
地
民
な
ど
）
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な

か
っ
た
、
と
い
っ
た
諸
条
件
の
も
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
諸
条

件
下
で
、
住
民
に
よ
る
保
全
的
な
森
林
利
用
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
大
規
模
伐
採
、
ダ
ム
建
設
、
放
牧
地
造
成
な
ど
、
住
民

に
と
っ
て
は
想
定
外
の
大
き
な
外
部
か
ら
の
力
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま

で
存
在
し
て
い
た
森
と
人
と
の
つ
り
あ
い
状
態
の
維
持
が
不
可
能
に

な
っ
た
。
現
在
、
ハ
ヌ
ノ
オ

・
マ
ン
ヤ
ン
族
の
居
住
域
に
存
在
す
る

広
大
な
草
原
は
、　
一
九
七
〇
年
代
よ
り
政
府
が
認
可
し
て
造
成
さ
れ

た
放
牧
地
の
跡
地
で
あ
る
。
広
大
な
土
地
が
放
牧
地
と
し
て
囲
い
込

ま
れ
た
結
果
、　
一
九
五
〇
年
代
は
じ
め
に
は
可
能
で
あ

っ
た
長
期
休

9ア



閑
期
間
を
も
う
け
る
焼
畑
耕
作
は
困
難
に
な

っ
た
。
土
地
人
口
比
率

の
上
昇
に
よ

っ
て
、
休
閑
期
間
は
大
幅
に
短
縮
し
た
。
土
地
生
産
性

を
維
持
す
る
た
め
の
農
業
集
約
は
、
除
草
作
業

へ
の
労
働
投
入
増
加

と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
た
。
し
か
し
、
現
行
の
土
地
利
用
の
ま
ま
で

は
、
長
期
的
に
は
森
林
劣
化
を
強
め
る
方
向

に
進
む
可
能
性
が
高

（３０
）

い
。フ

ィ
リ
ピ
ン
の
森
林
地
帯
、
山
地
で
生
活
し
て
き
た
人
々
は
、
お

そ
ら
く
例
外
な
く
、
外
部
か
ら
の
大
き
な
力
、
そ
れ
も
彼
ら
に
と
っ

て
は
衝
撃
的
な
不
測
事
態
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
大
規
模
な
森
林

消
失
を
経
験
し
た
現
在
、
森
と
人
と
の
関
係
が
、
か
つ
て
の
住
民
の

働
き
か
け
の
み
に
よ
っ
て
森
林
が
保
全
さ
れ
た
状
態
を
再
現
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
住
民
の
働
き
か
け

に
よ
っ
て
森
林
が
保
全
さ
れ
て
い
た
か
つ
て
の
森
と
人
と
の
関
係
を

想
定
し
て
、　
一
九
九
二
年
の
行
政
規
則
の
文
言
に
み
ら
れ
る
か
た
ち

で
、
住
民
に
よ
る
資
源
管
理
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
森
と
人
と
の
動

態
的
な
関
係
、
両
者
の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
外
部
か
ら
の
大
き

な
力
の
存
在

へ
の
視
点
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第

一
、
第
二
の
前
提
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
部
外
者
が
地

域
住
民
に
森
林
管
理
を
期
待
す
る
と
き
、
歴
史
上
の
あ
る
時
に
あ
る

地
域
で
存
在
し
た
森
と
人
と
の
関
係
を
、
普
遍
な
も
の
と
し
て

（
ロ

マ
ン
化
し
て
）
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
地
域
住
民
は
、
森
林
資
源
の
管
理
主
体
と
し
て
最
も
ふ

さ
わ
し
い
と
い
う
第
二
の
、
そ
し
て
最
も
よ
く
聞
か
れ
る
前
提
を
考

え
て
み
よ
う
。
地
域
住
民
が
資
源
管
理
者
と
し
て
最
良
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
以
上
に
ロ
ー
カ
ル
ノ
レ
ッ
ジ
、
す
な
わ

ち
、
自
ら
を
と
り
ま
く
自
然
環
境
に
対
す
る
知
識
や
さ
ま
ざ
ま
な
在

来
知
識
が
豊
か
な
存
在
は
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。

ロ
ー

カ
ル
ノ
ン
ッ
ジ
に
関
し
て
は
数
多
く
の
事
例
研
究
が
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
ロ
ー
カ
ル
ノ
レ
ッ
ジ
が
ど
れ
ほ
ど
豊
か
で

優
れ
て
い
る
か
で
な
く
、
森
と
人
と
の
関
係
に
変
化
を
引
き
起
こ
す

さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
の
も
と
で
、
そ
れ
を
い
か
に
保
持
し
て
い
け
る
か

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
現
在
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
、
資
源
管
理
者
と
し
て
期
待
さ

れ
て
い
る
地
域
住
民
の
主
な
役
割
は
、
保
有
地
や
禿
げ
山
の
植
林
活

動
と
植
林
地
の
長
期
の
維
持
で
あ
る
。
ロ
ー
カ
ル
ノ
レ
ッ
ジ
が
豊
か

で
あ
る
こ
と
と
、
森
林
再
生
の
た
め
の
労
働
投
入
、
と
く
に
植
林
し

た
樹
木
を
長
期
に
監
視
す
る
コ
ス
ト
、
が
負
担
で
き
る
こ
と
と
は
、

別
の
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
乾
季
の
長
い
地
域
で
の
森
林
再
生
の
最

大
の
問
題
は
、
野
火
で
あ
る
。
故
意
、
あ
る
い
は
過
失
の
野
火
が
、

瞬
く
間
に
草
原
に
広
が
り
、
植
林
木
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
の
を
見
て



き
た
筆
者
に
は
、
広
大
な
チ
ガ
ヤ
の
草
原
の
森
林
再
生
が
、
地
域
住

民
の
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
、
あ
る
い
は
地
域
住
民
の
主
体
的
管
理
と
い

う
政
策
的
意
図
に
沿
っ
て
、
は
た
し
て
現
実
に
可
能
な
の
か
疑
間
な

の
で
あ
る
。
他
の
利
害
関
係
者
と
の
資
源
利
用
が
競
合
し
や
す
く
、

か
つ
、
そ
の
よ
う
な
利
害
関
係
者
を
排
除
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

コ
モ
ン
ズ
と
し
て
の
林
野
空
間
で
、
管
理
コ
ス
ト
の
長
期
負
担
は
、

住
民
に
そ
の
意
思
と
そ
れ
を
支
え
る
社
会
経
済
的
基
盤
が
な
け
れ
ば

困
難
で
あ
る
。

山
地
で
生
活
し
て
い
る
人
々
は
、　
一
般
的
に
社
会
経
済
的
に
貧
し

い
人
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
就
業
機
会
や
さ
ま
ざ
ま
な
資

源

（た
と
え
ば
公
的
な
信
用
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
限
ら
れ
て
い
る
た

め
、
土
地
や
天
然
資
源
に
依
存
し
て
生
計
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
た
ち
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
土
地
や
天
然
資

源
の
利
用
が
、
た
え
ず
彼
ら
の
生
業
の
中
心
に
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
就
業
機
会
が
あ
れ
ば
、
広
範
囲
に
自
由
に
移
動
す
る
。
そ
の
よ

う
な
人
々
に
、
た
と
え
、
公
的
に
土
地
の
利
用
権
や
植
林
地
の
将
来

的
な
分
収
を
保
証
し
て
も
、
そ
れ
が
、
長
期
の
持
続
性
が
要
求
さ
れ

る
森
林
管
理
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

共
有
資
源
管
理
論
で
展
開
さ
れ
て
き
た
住
民
に
よ
る
資
源
管
理

は
、
住
民
の
主
体
性
が
基
本
で
あ
り
、
部
外
者
が
割
り
当
て
た
役
割

を
演
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
政
府
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
働
き
か
け
が

刺
激
に
な
っ
て
、
地
域
住
民
の
環
境
保
全
に
関
す
る
主
体
的
な
行
動

に
つ
な
が
っ
て
い
け
ば
、
住
民
に
よ
る
資
源
管
理
の
持
続
性
が
期
待

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
み
ら
れ

る

「地
域
住
民
に
よ
る
森
林
資
源
管
理
」
は
、
住
民
を
主
体
的
行
動

者
と
し
て
で
は
な
く
、
部
外
者
が
描
く
森
と
人
と
の
あ
る
べ
き
姿
の

役
割
分
担
者
に
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
こ
の

よ
う
な
懸
念
は
、
森
林
管
理
問
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る

森
と
人
と
の
歴
史
的
関
係
、
社
会
経
済
的
動
態

へ
の
視
点
を
欠
い
た

一
般
論
、
あ
る
い
は
抽
象
論
と
し
て
議
論
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と

か
ら
来
て
い
る
。

お

わ

り

に

本
稿
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
森
林
政
策
の
な
か
で
、
近
年
、
重

視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
地
域
住
民
に
よ
る
森
林
管
理
に
つ
い
て
、

フ
イ
リ
ピ
ン
を
事
例
に
批
判
的
に
検
討
し
た
。
批
判
の
対
象
は
、
地

域
住
民
を
外
部
か
ら
み
る
際
の
、
と
く
に
政
策
立
案
者
の
、
視
点
に

つ
い
て
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
戦
後
、
開
発
独
裁
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
政
治

体
制
の
も
と
で
、
社
会
経
済
的
、
政
治
的
弱
者
の
権
利

へ
の
配
慮
が



な
か
っ
た
こ
と

へ
の
反
動
か
ら
、　
一
九
八
六
年
の
民
主
化
復
興
後
に

は
、
人
権
派
の
運
動
家
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
に
よ

っ
て
そ
の
よ
う
な
人
々

の
権
利
獲
得
運
動
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
。
そ
の
動
き
は
至
極
当
然
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
禿
げ
山
の
森
林
再
生
と
環
境
保
全
と
が
住
民
に
求

め
ら
れ
て
い
る
森
林
管
理
に
関
し
て
は
、
は
た
し
て
、
そ
れ
を
地
域

住
民
の
資
源
ア
ク
セ
ス
権
の
獲
得
と
し
て
手
放
し
に
喜
べ
る
か
と
い

う
と
、
筆
者
は
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

が
住
民
か
ら
の
主
体
的
な
行
動
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
部
外
者
が
規
定

す
る

「住
民
参
加
」
は
、
開
発
援
助
機
関
か
ら
の
補
助
金
の
受
け
皿

以
上
の
効
果
を
持
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
を
覚
え
る
の
で
あ

２一
。森

林
問
題
が

一
般
論
、
抽
象
論
に
な
り
や
す
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
に
お
け
る
森
と
人
と
の
関
係
を
歴
史
を
踏
ま
え
て
、
理
解
す

る
と
い
う
事
例
の
積
み
重
ね
作
業
が
足
り
な
い
こ
と
に
加
え
、
そ
の

よ
う
な
研
究
蓄
積
が
研
究
者
の
な
か
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
政
策
立
案

者
側
に
届
く
こ
と
が
少
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
外
部
の
認

識

（も
ち
ろ
ん
、
研
究
者
の
そ
れ
も
含
ま
れ
る
）
と
当
事
者
た
る
住
民

の
認
識
の
ズ
レ
を
理
解
し
、
森
と
人
と
の
動
態
を
政
策
に
反
映
さ
せ

る
よ
う
に
働
き
か
け
て
い
く
努
力
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ

な
う
研
究
者
に
こ
そ
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
戒
を
こ
め
て
、
こ
の
点
を
強
調
し
た
い
。

今
後
は
、
各
地
域
の
森
林
管
理
に
お
け
る
国
家

（政
府
）、
市
場

そ
し
て
住
民

（で

ュヽ

ニ
テ
ィ
）
の
役
割
分
担
と
い
う
視
点
が
必
要

に
な

っ
て
く
る
と
思
う
。

市
場
の
存
在
は
、
た
と
え
法
的
な
土
地
所
有
権
、
利
用
権
が
保
証

さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
住
民
の
行
動
を
刺
激
す
る

（た
だ
し
、
事
実

上
の
権
利
の
保
証
は
必
要
で
あ
る
が
）。
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
コ
ー

ヒ
ー
や
カ
カ
オ
の
樹
園
地
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、

早
生
樹
の
林
が
仕
立
て
ら
れ
、
国
有
地
内
で
あ

っ
て
も
実
質
的
な
個

人
の
私
有
権
が
確
立
し
て
い
く
。
し
か
し
、　
一
方
で
、
市
場
は
偶
発

的
に
流
動
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
樹
園
地
や
早
生
樹
の
林
が
長
期

に
持
続
す
る
保
証
は
な
い
。

地
域
住
民
は
、
自
分
た
ち
を
囲
む
自
然
環
境
の
当
事
者
で
あ
り
、

個
々
人
の
つ
な
が
り
に
基
づ
い
た
信
頼
関
係
や
情
報
の
共
有
は
、
資

源
管
理
に
関
す
る
コ
ス
ト

（た
と
え
ば
、
監
視
コ
ス
ト
）
を
減
じ
る

可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
コ

ス
ト
を
長
期
に
負
担
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

政
府
の
役
割
は
、
森
林
管
理
に
関
し
て
、
市
場
や
地
域
住
民
の
限

界
を
埋
め
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
山
地
の

各
地
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
い
る
と
、
自
分
達
を
と
り
ま
く

′00



自
然
環
境
を
少
し
で
も
改
善
し
た
い
と
考
え
て
、
行
動
し
て
い
る

人
々
に
出
会
う
。
ま
た
、
そ
の
意
思
は
あ

っ
て
も
、
公
的
な
信
用
や

情
報

へ
の
ア
ク
セ
ス
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
行
動
に
結
び

つ
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
に
も
出
会
う
。
こ
の
よ
う
な
人
々
の
不
足

を
補
う
た
め
に
、
政
府
が
で
き
る
こ
と
は
多
い
。
し
か
し
、
現
実
に

は
、
政
府
が
も
っ
て
い
る
情
報
は
少
な
す
ぎ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

の
情
報
が
不
足
し
て
い
る
た
め
に
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
結
局

は
、
「地
域
住
民
に
よ
る
」
と
い
う
名
称
の
画

一
的
な
事
業
を
押
し

つ
け
る
結
果
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
「地
域
住
民
に
よ
る
森
林
管
理
」

の
持
続
性
の
た
め
に
、
最
も
努
力
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ

を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
政
府
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ

ち
、
森
林
管
理
に
お
け
る
住
民
の
主
体
性
を
引
き
出
し
、
住
民
だ
け

で
は
困
難
な
点
を
手
助
け
す
る
努
力
を
、
政
府

（さ
ら
に
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
場
合
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
は
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

森
林
管
理
に
お
い
て
、
政
府
、
市
場
、
住
民
が
す
べ
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
う
る
。
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
せ
る
役
割
と
そ
の

限
界

へ
の
理
解
と
政
策

へ
の
反
映
で
あ
る
。
時
と
場
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
は
異
な
る
。
森
林
管
理
問
題
は
、
「現
場
」
の

問
題
で
あ
り
、　
一
般
論
に
は
な
り
に
く
い
。
各
地
域
の
歴
史
を
踏
ま

え
た
事
例
蓄
積
は
、
森
と
人
と
の
関
係
を
よ
り
広
く
理
解
し
、
政
策

に
反
映
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
必
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

〔付
記
〕

本
稿
は
、
平
成

一
四
年

一
二
月
に
京
都
大
学
大
学
院
農
学
研

究
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
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ヽ
ミ

』
Ｓ
ヾ

ο
ミ
ド

∪
ξ

Ｆ

Ｆ

Ｚ
・ｏ
‥・
∪
ｃ
〓
Φ
Ｃ
●
【お

【
∽
】ぞ

”
お
β

８

田

）
四

四

頁

。

（
３
）
　
『
ｏ
『
０
降

〕≦
“
●
”
”
ｏ
８
ｏ
●
”
ω
〓
ヽ
ｏ
”
」
ヽ
∪
ｏ
ｏ
”
ユ
ヨ
０
●
け
０
（
∪
い
く
∵

『
ｏ
●
ヨ
０
●
”
”
う
Ｏ

Ｚ
”
”●
【
”
】
”
ｏ
∽
ｏ
●
【
ｏ
ｏ
ｐ

、
、
ミ
き
ヽ
き
ヽ
「
や
ヽ
δ
、Ｃ

∽
き

ヽ
∽
ヽ
３

０
」
ｏ
い
ｏ
５

０
〓
ヽ

り
〓

】】ｏ
も
いい
ｏ
Ｐ

Ｈ
Φ
ｏ
Ｐ

一　

一
一貝

。

（４
）

た
と
え
ば
、
「
Ｒ
いｏ
●
σ
Ｑ
∞
Φ
炉

〓

（ｏ
Ｏ
）

バ

Ｓヽ

あヽ

ミ

き
ヽ

「
ゞ
ヽ
ヽ
∽
ヽ

い
ヽ
べ
ヽ

ドヽ
ヽ
ミ
§
”
ミ
ド
ｓ
ｓ
、

、

、ヽ
ミ
いヽ

ヽ
ヾ
ヽ
い
　

ミヽ

∽
ο
ミ

Ｎヽ
袋
あ
ヽ

ヽ

∽
Ｓ

）
０
●
ｏ
Ｎ
ｏ
●

〇
】一
ヽ

＞

一
ｏ
●
ｏ
ｏ
０
０
〓

一”
ユ

Ｓ

Ｃ
ユ

く
ｏ
【
∽
一け
く

句
『
ｏ
∽
ρ

【
Φ
Ｏ
Ｏ
一　
ｒ
く
目
０

，
）
〇
』
・

”
●
０

↓
”
】σ
ｏ
澪

ヽ

パ

・
　
い
ヽ
Ｓ
ｓ
ヽ
ド
い

ヽ

い
お
ヽ

Ｏ
ο
ミ

ミ

ｓ
ｓ

きヽ
，い
δ

ヽ
ヽ

「

ｏ
ヽ
お

ヽ

い
ヽ
６
ｓ
ヽ
い
ヽ
ミ

、
べ
ヽ

Ｓ
ｓ
ヽ

ン
Ｓ
ヽ
ο
ド
ヽ
ヽ

′0′



い
ｓ
Ｓ

き

ヽ
∽き
ヽ
ド
ヽ
Ｓ
ヽ
ヽ
ｓ
ｔ
ヽ

，
そ♂Ｊ
∽〓
●
”
一ｏ
Ｐ
∪
０
¨
♂́、ｏ
【】０

”
ｏ
∽ｏ
●
『ｏ
ｏ
∽
Ｈ●
∽̈
い̈
●
けｏ
∽）
ＨＯΦ
い
・

（５
）

ス
ペ
イ
ン
植
民
地
期
の
森
林
行
政
は
、　
一
八
六
三
年
の
森
林
局

設
立
に
よ
っ
て
始
ま
る
が
、
そ
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
実
質
的
な
森
林
政
策
は
、

ア
メ
リ
カ
統
治
下
で
始
ま
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
↓
８
Ｆ
のＦ
　
”
・

「
・）
」
Ｓ
Ｓ
ヽ
ヽ
い
や
　
＼
も
ヽ
ｓヽ
さ
・．
９
゛
　ヽ
ｏ
Ｓ
村ヽ
ヽ
　
∽
き
ヽ
∽　
ヽ
べ
ヽ
　
ヽ
ヽ

』ヾ
ミ
いヽ
Ｒヽ
ヽ
υ
ミ
ミ
き

おヽ
ヽ
ま

き
ヽ
「
も
ヽ

ミヽ
　
ヾヾ
ば
ミヽ
・
ω
Ｑ
‐

ｒ
ｏ
お
ヽ

Ｃ
ユ
く
ｏ
【２
”く
ｏ
【
０
”
】〓
Ｏ
『●
”̈
”
『ｏ∽Ｐ
Ｎ
ｏ
ｏＰ

一二
エハ
一員
参

照
。

（６
）

大
田
伊
久
雄

『ア
メ
リ
カ
国
有
林
管
理
の
史
的
展
開
―
人
と
森

林
の
共
生
は
可
能
か
？
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
〇

年
、
三
六
～
四
〇
頁
、
五
五
～
七

一
頁
。
科
学
的
林
業
の
形
成

は
、
深
刻
な
木
材
不
足
、
木
材
飢
饉
が
問
題
と
な
っ
て
い
た

一
八

世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ

（ザ
ク
セ
ン
、
プ
ロ
シ
ア
）
が
起
源
で
あ

る
。
成
田
雅
美
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
科
学
的
な
森
林
経
営
が
形

成
さ
れ
、
森
林
か
ら
木
材
を
生
産
す
る
こ
と
が
産
業
と
な
る
た
め

に
は
い
く
つ
か
の
歴
史
的
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
、

そ
れ
ら
の
条
件
を
次
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

貧

）
封
建
的
土
地
所
有
制
度
が
近
代
的
土
地
制
度

（絶
対
的
土
地

私
有
制
）
へ
と
転
換
し
た
こ
と
、
含
こ
三
圃
制
農
法
か
ら
近
代
農

法
へ
、
放
牧
型
畜
産
か
ら
舎
飼
型
酪
農

へ
と
転
換
し
た
農
業
革
命

が
起
こ
っ
た
こ
と
、
３
こ
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
木
材
利
用
か
ら
化
石

燃
料

（石
炭
）
利
用

へ
と
転
換
し
た
燃
料
革
命
が
起
こ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
、
（四
）都
市
人
口
の
増
加
と
新
た
な
木
材
需
要
部
門

（鉄
道
網
の
発
達
や
パ
ル
プ
産
業
な
ど
）
拡
大
に
よ
っ
て
木
材
価
　
　
”

格
が
上
昇
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。
成
田
雅
美

『森
林
経
営
の
社
会
　
　
′

史
的
研
究
』
日
本
林
業
調
査
会
、　
一
九
九
七
年
、
二
三
二
～
五
頁

参
照
。
科
学
的
林
業
に
お
け
る
最
も
効
率
的
な
森
林
経
営
と
は
、

商
業
価
値
の
高
い
単

一
樹
種
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
人
工
林

（法

正
林
）
で
あ
り
、
短
期
の
伐
期
で
循
環
的
に
木
材
を
生
産
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
功
利
主
義
的
理
念
に
基
づ
い
た
科
学
的
林
業

は
、
林
学
校
を
通
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、

日
本
な
ど
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
植
民
地

へ
と
拡
大
し
、
世
界
的

規
範
と
な
っ
て
い
っ
た
。
興
味
深
い
事
実
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
科

学
的
林
業
を
導
入
し
た
ア
メ
リ
カ
本
国
と
植
民
地
フ
ィ
リ
ピ
ン
で

は
、
そ
の
帰
結
が
全
く
正
反
対
の
景
観
と
し
て
現
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
美
景
と
讃
え
ら
れ
る
国
有
林
が

成
立
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
国
有
林
地
は
禿
げ
山
と
な
っ
た
。

（７
）

前
掲
　
↓
」
ｏ
Ｆ
ｑ
・
″
”

〓
一六
八
～
七
〇
頁
。

（８
）　
〓
ｏ
∪
一“
日ヽ
ぃ，
＞
レ
ぃ
´
＞
”
【さ
」
】”“
【”
】
鬱
●
げ
】お
ｒ
”
い
０
「
ｏ
】お
く

一●
　
けす
ｏ
　
「
〓
〓
】ｏ
ｏ
一●
ｏ∽
　
０
」
【一●
”
　
一す
ｏ
　
」Ｐ
い
″Φヽ
いｏ
”
●
　
つ̈
ｏ
【いｏ
Ｏ
ヽ

「
゛
きヽ
ヽ
き
ヽ
い
ｏ
ｓ
ヽ
ミ
ミ
ミ

田

（ｅ
Ｌ
Ｓ
Ｐ

五
八
九
頁
。

（９
）

前
掲
　
↓
暦
〓
ｑ
）
″
”

〓
一六
九
頁
。

（１０
）

同
右
　
一二
七

一
頁
。
二
〇
世
紀
前
半
の
ネ
グ
ロ
ス
島
に
お
け
る

サ
ト
ウ
キ
ビ
作
付
面
積
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
永
野
善
子

『
フ
ィ

リ
ピ
ン
経
済
史
研
究
―
糖
業
資
本
と
地
主
制
』
勁
草
書
一房
、　
一
九

八
六
年
、
二
一
一
頁
参
照
。

同
右
　
一二
七

一
頁
。

コ
∽ｏす
ｏ
Ｆ

＞
・・
ヽ
ｓ
ｓ
ミ
ミ

詢
Ｓ
ο
ミ

ミ

ヽ
へ
υ
ミヽ

きヽ

　ヽ
Ｒ
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詢
οミ
∽ヽ
ヽ
　
＾ヽ
　
ヽ
ｓ　
ヽ
ミ
きヽ
ヽ
き

，
　ヽ
ω
●
『Φ
”
ｃ
　
ｏ
〔　
”
Ｏ
お
∽，
メ

∪
ｏ
ｏ
“
【口
Ｒ
一ｏ●
一　
〇
〔　
＞
ｍ̈
『いｏ
Ｃ
】一●
【ｏ　
”
●
Ｏ
　
Ｚ
”
け“
『“
】
力
一ｏ
のＯ
Ｃ
【ｏ
ｏ
∽）

〓
“
●
【ｒ

”
〓
】【一ｏ
ｏ
い８
ρ
８
Ｎ
】
一
七
六
～
八
二
頁
。

（・３
）　
”
ｏ
∽́

〓
・ｒ
´
哺
ミヽ
いヽ
ヽ
い
ｏο
ミ
∽
ヽ
８
ヽ
ヽ
き
∽ミ
き
ヽ
Ｓ
ｓ
ヽ
ヽ
”
ミ
ヽ
゛

ヽ
ｓ
ヽ
８
ミ

∽
οミ
Ｓ
ヽ
あ
ヽ
ヽ
いや
ヽ
０
”
Ｂ
げ
『【α
”
９
０
２
Ｂ
σ
ユ
０
”
Φ
Ｃ
●
７

く
ｏ
あ
』ぞ

”
【ｏ∽∽）
Ｎ８
Ｆ

六

一
～
七
〇
頁
。

（‐４
）

政
府
の
管
理
下
に
あ
る
再
生
可
能
資
源
で
あ
る
森
林
が
、
い
か

な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
荒
廃
、
消
失
と
い
う
事
態
に
い
た
っ
た
の
か

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
先
行
研
究
は
数
多
い
が
、
前
掲
の
ア
メ
リ

カ
の
政
治
学
者
Ｍ

。
ロ
ス

（〓
”β
８
】
”
８
０

に
よ
る
レ
ン
ト

シ
ー
ジ
ン
グ
と
い
う
概
念
は
、
と
く
に
興
味
深
い
。
天
然
林
伐
採

は
、
短
期
間
三
局
い
利
潤
が
期
待
で
き
る
た
め
、
そ
の
権
利
を
獲

得
し
よ
う
と
す
る
企
業
な
ど
の
ア
ク
タ
ー
が
動
く
。
レ
ン
ト
シ
ー

キ
ン
グ

（お
二

８
ｏ
こ
●
し

が
、
こ
の
よ
う
に
レ
ン
ト
を
求
め
る

側
の
需
要
行
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ロ
ス
に
よ
る
と
、
よ
り
深

刻
な
の
は
、
国
家
の
資
源
管
理
制
度
を
そ
の
内
部
か
ら
崩
壊
さ
せ

る
ン
ン
ト
シ
ー
ジ
ン
グ

（お
ユ

８
ヽ
配
）
行
動
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
政
治
家
や
官
僚
な
ど
の
国
家
側
の
ア
ク
タ
ー
が
、
レ
ン
ト
の

供
給
者
と
な
る
権
利

（こ
こ
で
は
伐
採
権
付
与
）
を
獲
得
し
よ
う

と
す
る
行
動
で
あ
る
。
天
然
更
新
に
よ
る
森
林
資
源
再
生
を
可
能

に
す
る
た
め
の
伐
採
許
容
量
と
い
う
考
え
は
、
本
来
な
ら
政
治
か

ら
自
律
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
市
場

（こ
こ
で

は
主
に
日
本
）
に
お
け
る
木
材
ブ
ー
ム
が
引
き
金
と
な
っ
て
、
権

力
の
座
に
つ
い
た
も
の
が
、
そ
の
座
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
木
材
伐

採
権
の
付
与
を
政
治
の
道
具
と
し
て
利
用
し
、
伐
採
許
容
量
を
恣

意
的
に
操
作
し
た
結
果
が
、
東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

マ
レ
ー
シ
ア

（サ
バ
と
サ
ラ
フ
ク
）
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
森
林
荒

廃
、
消
失
で
あ
る
と
い
う
の
が

ロ
ス
の
議
論
で
あ
る
。

（・５
）

Ｏ
ｏ
・
″
】】Ｐ
国
・Ｏ
ｃ
コ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
も
ヽ
い
ミ
Ｓ
ミ
ヾ
ミ
・・
ヽ
「
Ｓ
ο
ミ
ο
ド
ヽ
ド

や

ベヽ
ミ
ヽ
む
∽や
ミ

ミ

∽
ｓ
ミ
や
ヽ
６
ミ
ヽ
べ
き
ヽ
き

ヽ
ｓ
ヽ
ミ
終
了

ヽ
、８
∽ヽ
　ヽ
Ｈ″〇
ヨ
ｏ
一
『
ｏ́
０
０
　
”
●
０
　
＞
∞
『い０
●
】”●
『０
　
０
ギ
”
”
●
【Ｎ
”
一いｏ
●
　
Ｏ
喘

一す
ｏ
Ｃ
●
】一ｏ
Ｑ
Ｚ
”
けいｏ
●
∽̈
ＨΦ
い
『
・

（・６
）

同
右
　
一二
、　
一
五
四
～
五
頁
。

コ
ン
ク
リ
ン
に
よ
る
焼
畑
耕
作

類
型
化
の
影
響
力
は
大
き
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
、

熱
帯
林
問
題
が
焼
畑
耕
作
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
、
し

ば
し
ば
、
「
よ
い
焼
畑

（少
数
民
族
、
先
住
民
が
お
こ
な
う
森
林

保
全
的
な
焼
畑
農
業
ご

と

「
わ
る
い
焼
畑

（低
地
民
、
低
地
か

ら
の
移
住
民
の
お
こ
な
う
森
林
破
壊
的
な
焼
畑
農
業
ご

と
い
っ

た
よ
う
な
先
住
民
対
移
住
民

（山
地
民
対
低
地
民
）
の
三
分
法
で

語
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（・７
）

一
九
九
五
年
時
点
で
、
全
国
土
面
積
の
五
〇
％
強
を
し
め
る
山

地

（
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
森
林
法
で
は
傾
斜
度

一
八
％
以
上
の
土
地
を

山
地

●
ｏ
】”
●
２

と
規
定
し
、
丘
陵
地
か
ら
奥
山
ま
で
広

い
地
形

範
囲
を
含
む
）
に
は
、
全
人
口
の
約
二
〇
％
が
居
住
し
て
い
る
と

推
定
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
少
数
民
族
、
先
住
民
と
呼
ば
れ
る

人
々
が
約
三
分
の

一
、
低
地
か
ら
の
移
住
民
や
そ
の
子
供
、
孫
世

代
が
残
り
の
約

三
分

の
二
を
占

め
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

０
『●
Ｎ
ヽ
マ
”
０
一
マ
ロの
く
ｏ
Ｊ
Ｏ
Ｌ
′
二
”
①
ｏ
ｏ
一一０
ヽ
”
・
”
う
０

く́
ｏ
０
０
メ
”ヽ
【Ｑ
ヽ

”
‘
「
も
ミ
Ｓ
、
ο
８

０
Ｓ
Ｓ
ヽ
」
コ
逮
ミ
゛
゛
ヽ
べ
ヽ

嘲
ド
、
Ｓ
ｓ
ミ
ｓｓ
Ｓ
、

∽
べヽ
∽摯
「
Ｓ
ｓ
ヽ
ｓヽ

にヽ
軽
ミ
ヽ
も
ヽ
き

き
ヽ
ヽ
ミ
ヾ
ヽ
き
ε

ヽ
ミ
ヽ
０
３
Ｓ

′03



「
こ
い
ヽ
・　
´
♂
、
”
∽

，
【
●
ｍ
一
ｏ
●
）

】ワ
０
一　
´
夕
、
Ｏ
【
】
Ｑ
　
刀
お
∽
Ｏ
●
ヽ
０
０
∽
　
【
●
∽
け
【
一
〓
一
ｏ
）

Ｈ８
，

　
一
九
、
二
二
頁
参
照
。

（
‐８

）

一
馴

掲

『

ｏ
【
ｏ
資

　

〓

”
●
“
”
ｏ
日

０
●
一
　

∪

“
【
ｏ
”
”
＼
∪

ｏ
ｏ
”
〓

日

の
コ
一
　

ｏ
（

”
●
く
】８
●
ヨ
ｏ
ユ

”
●
α
Ｚ
”
一日
巴

卿
８
ｏ
ｌ
８
９
六
一
、
七
七
頁
。

（‐９
）

山
地
住
民
の
福
祉
対
策
と
植
林
を
目
的
と
し
て
、　
一
九
七
五
、

七
八
、
七
九
年
に
二
つ
の
国
家
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
開
始
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
三
つ
は
、　
一
九
八
二
年
に

「統
合
社
会
林
業
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
」
と
し
て

一
本
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
対
象

と
な
っ
た
山
地
住
民
と
固
有
林
地
面
積
は
僅
か
で
し
か
な
か
っ

た
。

メ
ざ
ュ
０

い
”
●
ド

ヽ
ミ

もヽ
ヽ
ｓヽ
ａ
・・
的
ヽ
こ
こ
ヽ
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