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本
書
は
自
然
環
境
の
う
ち
森
林
を
採
り
あ
げ
、
日
本
・
中
国
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
環

境
史
を
比
較
・
検
討
し
て
い
る
。
以
下
、
本
書
の
構
成
に
沿
っ
て
、
簡
単
に
内
容
を

記
述
す
る
。

　

序
で
は
、
ま
ず
先
進
国
の
中
で
は
例
外
的
に
緑
豊
か
な
国
土
を
持
つ
日
本
で
も
、

現
存
し
て
い
る
森
林
は
植
林
な
ど
の
人
々
の
営
み
に
よ
る
自
然
改
変
を
受
け
た
結
果

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
我
々
が
抱
い
て
い
る
自
ら
の
国
土
に
対
す
る
「
自
然
と
の
調

和
を
重
視
す
る
文
化
伝
統
を
（
三
頁
）」
持
っ
て
い
る
と
い
う
固
定
観
念
を
、
冷
静

に
考
え
て
み
る
必
要
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
国
や
地
域
、

様
々
な
時
代
に
お
い
て
森
林
崩
壊
は
ゆ
る
や
か
な
形
で
進
行
し
た
可
能
性
を
指
摘

し
、
そ
の
対
応
が
い
か
に
し
て
行
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
と
い
う
問
題
の
提
起
を
行
っ
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
環
境
史
研
究
の
異
な
る
二
つ
の
視
角
、
す
な
わ
ち
自
然
改
変
に

重
き
を
置
く
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
保
全
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
論
評
し
、

本
書
に
お
い
て
中
心
と
な
る
分
析
視
角
で
あ
る
環
境
問
題
に
対
す
る
国
家
と
市
場
、

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
と
い
う
、
二
つ
の
対
処
様
式
に
関
す
る
予
備
知
識

を
論
じ
、
最
後
に
本
書
の
構
成
を
提
示
し
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
、
森
林
被
覆
率
の
推
移
を
用
い
て
、
森
林
と
人
間
の
関
係
を
統
計
的

に
概
観
し
て
い
る
。
ま
ず
世
界
全
体
、
大
陸
・
地
域
別
の
動
向
を
観
察
し
、
そ
の
後

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
フ
ラ
ン
ス
・
日
本
・
中
国
（
嶺
南
地
方
）
の
四
地
方
に
焦
点
を
当

て
て
い
る
。
分
析
の
結
果
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
中
近
世
の

ユ
ー
ラ
シ
ア
両
端
に
お
い
て
は
、
極
端
な
場
合
を
除
い
て
人
口
が
一
〇
％
増
加
す
れ

ば
森
林
は
五
・
九
％
縮
小
す
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
第
二
に
、
一
九
世
紀
中
頃
ま
で

の
中
国
に
お
け
る
森
林
被
覆
率
の
低
下
規
模
は
他
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
地
域
と
比
較
し
て

も
同
程
度
だ
っ
た
が
、そ
れ
以
降
は
他
地
域
よ
り
も
格
段
に
高
率
の
減
少
が
続
い
た
。

第
三
に
、
近
代
以
前
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
み
る
と
、
定
着
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
ほ
ど

森
林
搾
取
的
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
。
最
後
に
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
緑
豊
か
な
国
土
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
徳
川
日
本
に

お
い
て
も
、
一
六
〇
〇
年
前
後
か
ら
相
当
な
森
林
被
覆
率
の
低
下
と
、
一
七
世
紀
末
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を
底
と
す
る
回
復
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
「
危
機
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
策
が
取
ら
れ
た
の
か
を
、
以
下

の
章
で
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
章
で
は
、一
般
的
に
環
境
に
対
し
「
ク
リ
ー
ン
」
な
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
、

徳
川
日
本
の
森
林
史
を
素
描
し
て
い
る
。
上
記
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
徳
川

日
本
に
お
い
て
も
、
実
の
と
こ
ろ
一
六
〇
〇
年
前
後
か
ら
一
七
世
紀
末
に
相
当
な
森

林
被
覆
率
の
低
下
が
み
ら
れ
た
。
著
者
は
、
徳
川
時
代
前
半
を
土
地
開
発
と
人
口
成

長
、
そ
し
て
環
境
破
壊
の
三
つ
が
同
時
進
行
し
た
時
代
で
あ
る
と
指
摘
し
、
新
田
開

発
に
代
表
さ
れ
る
耕
地
開
発
が
、
森
林
伐
採
の
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
と
述
べ
た
。

し
か
し
著
者
は
そ
れ
以
上
に
、
城
下
町
建
設
と
都
市
整
備
に
お
け
る
木
材
需
給
の
逼

迫
と
価
格
高
騰
、
そ
し
て
短
期
的
な
巨
利
を
ね
ら
っ
た
森
林
伐
採
が
、
一
七
世
紀
の

森
林
被
覆
率
の
低
下
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
主
張
し
た
。
こ
の
問
題
に
対
す
る

対
応
策
は
、
幕
府
や
藩
に
よ
る
留
山
（
と
め
や
ま
）
政
策
に
代
表
さ
れ
る
ト
ッ
プ
ダ

ウ
ン
型
環
境
保
全
策
と
、
林
業
経
営
に
よ
る
市
場
志
向
型
の
育
成
林
業
の
発
展
と
い

う
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
環
境
保
全
策
の
二
つ
が
あ
っ
た
。前
者
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
も
、

年
季
山
や
部
分
山
政
策
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
官
有
林
に
民
間
の
力
を
導
入
す
る

と
い
う
政
策
が
多
く
み
ら
れ
た
。
ま
た
後
者
の
例
で
は
、
林
業
が
農
業
と
同
様
の
小

農
型
生
産
組
織
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
あ
く
ま
で
も
「
売
買
の
道
」
を
優

先
さ
せ
る
生
業
と
な
り
、
多
種
多
様
な
広
葉
樹
林
か
ら
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
代
表
と
す

る
針
葉
樹
林
へ
の
植
林
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
商
業
的
な
林
業
へ
の
移
行
は
、

他
の
国
や
地
域
と
比
較
し
て
も
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
著
者
は
徳
川

日
本
が
環
境
面
で
大
崩
れ
し
な
い
で
済
ん
だ
理
由
を
、
二
つ
の
環
境
保
全
策
が
混
成

し
た
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
の
対
処
が
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
論
じ
た
。

　

第
四
章
で
は
、
市
場
機
能
が
育
成
林
業
に
与
え
た
影
響
を
考
察
す
る
と
し
て
、
徳

川
日
本
と
伝
統
中
国
の
林
産
物
市
場
と
林
産
地
の
生
産
構
造
を
比
較
・
検
討
し
た
。

徳
川
日
本
に
お
け
る
林
業
に
は
、
領
主
林
に
お
け
る
育
成
林
業
と
民
間
部
門
に
お
け

る
集
約
型
林
業
が
存
在
し
、
徳
川
後
半
期
に
後
者
が
大
き
く
成
長
し
た
。
徳
川
日
本

の
民
間
型
林
業
の
特
徴
は
、
第
一
に
育
成
林
業
に
お
い
て
の
主
役
は
山
林
地
主
で
は

な
く
地
域
商
人
で
あ
っ
た
。
第
二
に
林
地
利
用
と
労
働
投
入
の
両
面
に
お
い
て
集
約

度
を
高
め
る
こ
と
で
、
生
産
性
の
向
上
を
実
現
し
領
主
型
林
産
地
と
の
競
争
で
優
位

に
立
っ
て
い
た
。
第
三
に
、
生
産
性
の
向
上
が
林
産
物
に
お
け
る
一
般
物
価
に
対
す

る
相
対
価
格
を
低
下
さ
せ
、
こ
の
こ
と
が
木
材
需
要
を
拡
大
さ
せ
育
成
林
業
を
成
長

さ
せ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
。
他
方
、
森
林
に
対
し
て
つ
ね
に
収
奪
的
な
態
度
で
臨
ん

だ
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
伝
統
中
国
に
お
い
て
も
、
民
間
型
育
成
林
業
は
存
在
し
た
。

著
者
は
貴
州
と
徽
州
に
お
け
る
林
業
請
負
経
営
の
事
例
を
通
じ
、
伝
統
中
国
に
お
け

る
林
産
物
市
場
と
生
産
構
造
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
第
一
に
、
中
国
林

業
に
お
い
て
は
日
本
以
上
に
民
間
部
門
の
存
在
が
目
立
っ
た
。
第
二
に
、
林
業
全
体

と
仕
切
っ
て
い
た
の
は
「
栽
手
」
と
呼
ば
れ
た
借
地
林
業
者
で
あ
り
、
日
本
同
様
に

地
主
で
あ
る
山
主
は
成
林
作
業
に
関
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
ま
で
は
日
本
と
の
類
似

点
で
あ
る
が
、
相
違
も
み
ら
れ
た
。
第
三
に
、
日
本
に
お
い
て
育
林
業
務
と
伐
採
・

運
搬
に
携
わ
っ
た
の
は
地
元
小
農
民
・
村
民
で
あ
っ
た
が
、
中
国
の
場
合
、
栽
手
は

地
元
農
民
と
は
か
ぎ
ら
ず
労
働
者
を
雇
用
す
る
経
営
者
で
あ
っ
た
し
、
伐
採
と
運
搬

は
さ
ら
に
別
の
業
者
に
委
託
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
第
四
に
、
山
主
と
借
地
林

業
者
の
関
係
は
、
日
本
で
は
自
動
更
新
が
一
般
的
で
永
続
関
係
的
な
も
の
を
主
と
し

て
い
た
が
、
中
国
で
は
は
る
か
に
ス
ポ
ッ
ト
マ
ー
ケ
ッ
ト
的
で
あ
っ
た
。
第
五
に
、

山
主
と
借
地
林
業
者
間
の
利
益
配
分
比
率
が
異
な
っ
て
い
た
。
林
業
に
か
ぎ
ら
ず
農

業
に
お
け
る
分
益
契
約
に
お
い
て
、
取
分
費
は
半
々
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
貴
州

に
お
い
て
は
特
に
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
急
速
に
採
取
の
取
分
比
が



─ 165 ─

低
下
し
た
。
他
方
、
徳
川
日
本
に
お
い
て
は
中
国
よ
り
も
林
業
者
に
有
利
で
あ
り
、

そ
れ
が
若
干
と
は
い
え
上
昇
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
よ
う
な
借
地
契

約
制
度
以
外
に
も
、
市
場
と
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て
相
違
が
存
在
し
た
。
徳
川
日

本
で
は
市
場
の
環
境
収
奪
的
な
作
用
は
特
定
期
に
集
中
し
、
以
降
は
安
定
的
な
関
係

が
持
続
し
た
が
、
中
国
で
は
市
場
の
持
つ
不
安
定
化
作
用
と
安
定
化
作
用
が
絶
え
ず

併
存
・
混
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
清
国
末
期
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
、
中
央
政
府
の

地
方
に
対
す
る
統
制
力
が
減
退
す
る
中
で
各
地
の
治
安
は
悪
化
し
、
そ
の
こ
と
が
地

域
社
会
の
変
容
と
秩
序
の
崩
壊
を
生
み
出
し
、
森
林
被
害
を
引
き
起
こ
し
た
可
能
性

を
論
じ
た
。

　

第
五
章
で
は
、
国
家
は
森
林
保
全
の
た
め
に
何
を
し
た
か
、
あ
る
い
は
何
が
で
き

た
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
伝
統
中
国
と
日
本
、
そ
し
て
明
治
政
府
が
森
林
政

策
を
行
う
上
で
モ
デ
ル
と
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
事
例
を
検
討
し
て
い
る
。
森
林
保
全

に
対
す
る
国
家
の
営
為
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
日
本
は
中
国
と
プ
ロ
イ
セ
ン
の

中
間
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
最
初
に
中
国
の
事
例
が
検
証
さ
れ
た
。
前
章
で
筆
者

は
中
国
で
急
激
な
森
林
被
覆
の
減
少
が
生
じ
た
時
代
に
お
い
て
、
地
方
社
会
で
秩
序

の
崩
壊
が
起
き
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
本
来
対
応
を
執
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
国
家
は
、
自
然
管
理
に
対
し
て
冷
淡
な
態
度
で
臨
ん
だ
。
そ
の
結

果
、
伝
統
的
な
育
林
制
度
と
手
法
は
衰
退
し
、
さ
ら
な
る
森
林
伐
採
が
進
展
し
た
。

　

他
方
、
徳
川
日
本
に
お
い
て
は
、
幕
府
や
藩
に
よ
る
森
林
保
全
策
が
実
施
さ
れ
る

と
同
時
に
、
官
有
林
経
営
に
民
間
林
業
者
な
ど
を
参
加
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
が
結
果

と
し
て
商
業
的
林
業
を
成
長
さ
せ
、
官
営
林
業
と
民
間
林
業
と
が
相
互
に
作
用
し
、

持
続
的
な
育
成
林
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
政
府
が
誕
生
す
る
と
日

本
の
国
政
は
大
き
く
中
央
集
権
化
が
進
み
、
林
政
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ

た
。
日
本
の
林
政
は
、
社
会
の
管
理
維
持
す
る
の
は
国
家
の
責
務
と
い
う
伝
統
的
な

観
念
に
基
づ
き
、
国
有
林
の
設
定
や
国
家
財
政
に
利
す
る
か
た
ち
で
の
営
林
事
業
が

行
わ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
型
林
業
の
影
響
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
イ
セ
ン
型
林

政
を
取
り
入
れ
た
日
本
に
お
い
て
は
、
開
港
か
ら
明
治
期
に
再
び
森
林
荒
廃
が
問
題

と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
幕
末
維
新
期
の
動
乱
や
廃
藩
置
県
に
伴
う
管
理

体
制
の
全
体
的
な
弛
緩
や
、
開
港
と
そ
れ
以
降
に
お
け
る
経
済
変
化
と
市
場
条
件
の

大
変
貌
な
ど
が
指
摘
で
き
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
日
本
林
政
の

転
換
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
地
元
民
の
官
有
林
へ
の
入
会
権
を
認
め
る
旧
慣
を
廃
止

し
た
官
民
有
区
分
政
策
の
導
入
や
、
国
有
林
・
民
有
林
に
対
す
る
監
督
権
の
強
化
や

国
有
林
経
営
を
国
家
財
政
収
入
源
と
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
森
林
法
の
制
定
に
代

表
さ
れ
る
、
プ
ロ
イ
セ
ン
型
林
政
へ
の
移
行
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
は
地
元
民

の
反
発
を
買
う
こ
と
に
な
り
、
各
地
で
伐
採
が
加
速
し
て
水
害
が
頻
発
し
た
。
こ
の

問
題
に
対
し
、
政
府
は
国
家
に
よ
る
森
林
管
理
を
強
化
す
る
と
同
時
に
、
部
分
林
に

代
表
さ
れ
る
徳
川
時
代
の
旧
慣
を
復
活
さ
せ
た
。さ
ら
に
地
域
共
同
体
レ
ベ
ル
で
も
、

地
域
共
同
体
の
山
林
保
護
協
約
を
締
結
し
た
滋
賀
県
甲
賀
郡
大
原
村
の
よ
う
に
、
地

域
に
根
ざ
し
た
制
度
制
定
の
動
き
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
徳
川
時
代
か
ら
連
続
す
る

民
間
林
業
部
門
の
成
長
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
多
層
で
多
様
な
対
応
」
が
、
明

治
期
に
お
け
る
森
林
荒
廃
解
決
に
プ
ラ
ス
に
働
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　

結
び
で
は
各
章
を
ま
と
め
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
顕
在
化
し
た
森
林
を
め
ぐ
る
二

つ
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
先
進
国
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
針
葉
樹

モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
儲
か
る
樹
種
の
植
林

に
基
礎
を
置
い
た
森
林
政
策
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
二
つ
目
は
、

発
展
途
上
国
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
熱
帯
雨
林
の
縮
小
に
代
表
さ
れ
る
森
林
消
失
で

あ
る
。
こ
の
喫
緊
の
課
題
に
対
し
て
著
者
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
「
多
層
で
多
様
な
」
環
境
保
全
策
を
考
え
て
い
く
必
要
性
を



─ 166 ─

主
張
し
て
い
る
。

　

以
上
、
本
書
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
徳
川
期
の
海
運
業
研
究

を
し
て
い
る
評
者
か
ら
一
点
論
点
を
提
示
し
た
い
。
本
書
で
述
べ
た
よ
う
に
、
徳
川

前
期
に
お
い
て
も
森
林
破
壊
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
著
者
は

耕
地
開
発
に
よ
る
森
林
伐
採
と
都
市
開
発
に
よ
る
木
材
需
給
の
上
昇
を
指
摘
し
、
後

者
の
理
由
が
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。し
か
し
こ
こ
に
、

造
船
業
に
お
け
る
木
材
消
費
量
の
増
加
と
い
う
要
因
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
徳
川
前
期
に
は
大
坂
へ
の
廻
米
体
制
の
構
築
や
、
江
戸
開
発
に
要
す
る
資

材
供
給
な
ど
の
要
因
か
ら
海
運
業
が
大
き
く
発
展
し
た
。
近
代
以
前
に
お
け
る
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
で
は
、
森
林
破
壊
を
引
き
起
こ
し
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
英
国
海
軍
と
造

船
業
の
興
隆
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
英
国
造

船
業
の
発
展
と
環
境
破
壊
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
現
在
批
判
的
な
見
方
が
強
く
な
っ

て
い
る
が
、
日
本
の
海
運
業
研
究
や
環
境
史
研
究
に
お
い
て
、
造
船
業
と
森
林
破
壊

の
関
係
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
実
証
的
な
分
析
が

必
要
で
あ
る
が
、
従
来
の
徳
川
期
海
運
研
究
に
お
い
て
船
舶
と
い
う
資
本
は
、
所
与

と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
本
書
を
通
じ
て
、
徳
川
期
海
運

業
を
研
究
し
て
い
く
う
え
で
、
海
運
を
行
う
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
船
の
建

造
や
、
材
料
と
な
る
木
材
の
供
給
す
な
わ
ち
林
業
と
の
関
連
を
考
慮
し
つ
つ
行
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。
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