
　
私
は
熊
本
県
水
俣
市
の
山
村
部
久
木
野
地
区
で
愛

林
館
（
市
有
の
む
ら
お
こ
し
施
設
）
を
運
営
し
て
い
る
。

久
木
野
地
区
は
１
９
５
６
年
に
水
俣
市
と
合
併
し
た

旧
久
木
野
村
で
、
当
時
の
人
口
は
水
俣
市
５
万
２
千
人
、

久
木
野
村
３
千
３
０
０
人
。
現
在
は
１
千
人
が
暮
ら
す

山
の
村
で
あ
る
。 

　
旧
久
木
野
村
の
中
心
部
に
は
、
か
つ
て
国
鉄
山
野
線

の
久
木
野
駅
が
あ
っ
た
が
、
１
９
８
８
年
に
廃
線
と
な

っ
た
後
、
駅
跡
を
活
用
し
よ
う
と
い
う
自
主
研
究
グ
ル

ー
プ
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
元
の
熱
意
に
応
え

て
水
俣
市
が
駅
跡
地
を
利
用
し
て
建
設
し
た
の
が
愛

林
館
で
あ
る
。
役
所
の
都
合
で
降
っ
て
く
る
施
設
も
あ

る
が
、
愛
林
館
は
地
元
待
望
の
施
設
で
あ
っ
た
。 

　
１
９
９
４
年
に
施
設
が
完
成
し
、
館
長
は
全
国
公
募

さ
れ
た
。
私
は
水
俣
市
で
は
な
い
が
熊
本
県
出
身
で
、

当
時
は
東
京
で
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
的
な
自
営
業
を
し

て
い
た
。
東
京
の
暮
ら
し
は
情
報
も
多
く
、
師
匠
（
今

井
俊
博
氏
）
の
幅
広
い
人
脈
に
も
触
れ
て
勉
強
に
な
っ

た
が
、
自
分
の
考
え
を
実
践
す
る
場
所
は
な
か
っ
た
。 

　
そ
こ
で
館
長
に
応
募
し
、
25
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
愛
林
館
は
所
有
者
の
市
が
久
木

野
地
区
の
住
民
団
体
（
各
種
役
員
を
集
め
た
任
意
団
体

「
水
俣
市
久
木
野
地
域
振
興
会
」）
に
委
託
費
を
払
っ
て

管
理
を
ま
か
せ
て
い
る
。
私
は
そ
の
会
の
事
務
局
長
で

あ
り
、
愛
林
館
長
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
務
員
で
は
な

い
。 

　
さ
て
、
久
木
野
地
区
は
面
積
約
４
千
３
０
０
ha
、
そ

の
う
ち
97
％
が
森
林
で
、
谷
間
に
１
０
０
ha
の
棚
田
が

広
が
る
典
型
的
な
山
村
で
あ
る
。
海
で
起
こ
っ
た
水
俣

病
の
た
め
に
、
水
俣
市
に
海
が
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
知

っ
て
い
る
が
、
山
が
あ
り
棚
田
が
美
し
い
こ
と
、
環
境

に
つ
い
て
先
進
的
な
政
策
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
最
近
よ
う
や
く
知
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
。

棚
田
は
、
県
内
に
11
カ
所
あ
る
「
日
本
の
棚
田
百
選
」

の
棚
田
の
中
で
最
も
規
模
が
大
き
く
、
私
は
日
本
一
と

認
定
し
た
。
正
確
に
は
日
本
で
一
番
私
の
家
に
近
い
棚

田
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

　
眺
め
る
分
に
は
美
し
い
棚
田
も
、
実
際
に
耕
作
す
る

と
な
る
と
手
間
が
か
か
る
。
１
枚
の
田
が
狭
い
た
め
、

大
型
の
機
械
は
使
え
な
い
。
今
で
も
耕
耘
機
（
エ
ン
ジ

ン
で
自
走
は
す
る
が
、
人
間
が
後
を
歩
い
て
操
縦
す
る
）

が
活
躍
し
、
田
植
え
機
も
コ
ン
バ
イ
ン
も
乗
用
機
械
は

使
え
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
平
地
の
水
田
は
１
枚
で
１

ha（
１
万
㎡
）近
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
で
は
１
ａ

（
１
０
０
㎡
）
前
後
の
も
の
も
多
い
。 

　
最
近
の
10
年
で
、
棚
田
は
「
眺
め
る
に
は
美
し
い
が

や
る
の
は
大
変
」
と
い
う
認
識
は
す
っ
か
り
固
ま
っ
た
。

そ
れ
以
前
の
「
郷
愁
を
誘
う
場
所
」
よ
り
は
、
ず
い
ぶ

ん
認
識
は
深
ま
っ
た
が
、
私
は
も
う
少
し
訴
え
た
い
と

こ
ろ
が
あ
る
。 

　
そ
れ
は
、
棚
田
は
山
村
に
人
が
暮
ら
す
社
会
基
盤
の

一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本
の
国
土
の
３
分
の

２
は
山
＝
森
で
あ
る
。
九
州
で
は
森
の
70
％
が
人
工
林

（
人
が
植
え
た
森
）
で
あ
り
、
人
の
手
入
れ
が
必
要
だ
。

手
入
れ
を
き
ち
ん
と
し
た
人
工
林
は
、
天
然
林
と
同
様

に
環
境
を
良
く
す
る
働
き
が
あ
る
。
従
来
は
林
業
を
行

う
こ
と
で
人
工
林
の
手
入
れ
は
な
さ
れ
て
き
た
が
、
今

後
も
現
在
の
材
価
が
続
く
な
ら
ば
、
今
後
は
手
入
れ
さ

れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

　
山
村
に
人
が
暮
ら
し
て
い
れ
ば
、
儲
か
ら
な
く
て
も

手
入
れ
を
す
る
人
が
ま
だ
存
在
す
る
し
、
人
を
雇
う
に

し
て
も
、
遠
く
か
ら
雇
う
よ
り
は
安
上
が
り
で
あ
る
。
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人工林と棚田の村｢久木野｣ 

病
の
た
め
に
、
水
俣
市
に
海
が
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
知

っ
て
い
る
が
、
山
が
あ
り
棚
田
が
美
し
い
こ
と
、
環
境

手
入
れ
を
す
る
人
が
ま
だ
存
在
す
る
し
、
人
を
雇
う
に

し
て
も
、
遠
く
か
ら
雇
う
よ
り
は
安
上
が
り
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
山
村

の
人
は
山
の
手
入

れ
の
た
め
に
住
ん

で
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
ど
こ
に
住

む
か
を
自
分
で
決

め
る
こ
と
は
、
民

主
主
義
の
国
で
は

保
障
さ
れ
た
権
利

で
あ
り
、
政
府
は

最
低
限
の
文
化
的

生
活
を
営
め
る
社

会
基
盤
を
整
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
社

会
基
盤
は
道
路
、
電
気
、
水
道
、
医
療
、
学
校
な
ど
が

代
表
的
で
あ
る
が
、
山
村
で
は
棚
田
も
重
要
な
社
会
基

盤
な
の
で
あ
る
。
棚
田
に
は
水
路
が
あ
り
、
草
を
刈
り
、

た
ま
っ
た
土
砂
を
捨
て
、
穴
が
開
け
ば
補
修
を
す
る
と

い
っ
た
共
同
作
業
が
あ
る
。
共
同
作
業
を
通
じ
て
生
ま

れ
た
伝
統
芸
能
も
あ
り
、
地
域
の
文
化
と
し
て
根
付
い

た
も
の
が
多
い
。 

　
棚
田
が
保
た
れ
る
と
、
山
村
に
暮
ら
す
人
は
安
心
感

を
得
る
。
一
粒
の
籾
が
一
千
粒
に
増
え
て
頭
を
垂
れ
る

景
色
と
、
草
む
ら
に
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
が
咲
き

そ
ろ
う
景
色
と
、
同
じ
黄
色
で
も
山
村
の
人
が
感
じ
る

も
の
は
全
く
違
う
。
今
年
も
何
と
か
米
が
穫
れ
た
と
い

う
安
心
と
、
つ
い
に
あ
そ
こ
は
耕
作
を
断
念
し
た
か
と

い
う
恐
怖
や
諦
念
。
読
者
諸
氏
に
は
、
こ
の
差
を
感
じ

て
ほ
し
い
。
そ
の
他
、
草
む
ら
が
あ
れ
ば
猪
を
呼
び
寄

せ
る
と
い
う
実
害
も
あ
る
。 

　
棚
田
は
私
有
財
産
で
あ
り
、
生
産
さ
れ
た
米
は
所

有
者
の
も
の
だ
。
し
か
し
、
米
以
外
に
、
棚
田
が
育
て

て
い
る
赤
と
ん
ぼ
・
か
え
る
・
魚
・
ホ
タ
ル
・
サ
ギ
と

い
っ
た
生
き
物
、
棚
田
か
ら
浸
み
込
む
地
下
水
（
棚

田
に
入
っ
た
水
の
半
分
以
上
は
浸
み
込
む
の
で
、
水

源
と
し
て
は
か
な
り
重
要
）、
棚
田
を
吹
き
渡
る
涼
し

い
風
（
稲
の
葉
か
ら
の
蒸
散
作
用
、
貯
め
た
水
の
蒸

発
で
、
空
気
は
か
な
り
冷
や
さ
れ
る
）、
棚
田
の
美
し

い
景
色
な
ど
は
私
有
財
産
か
？
　
こ
れ
ら
は
国
民
全

体
に
と
っ
て
の
公
益
的
な
機
能
で
あ
り
、
ほ
ぼ
タ
ダ

で
使
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

　
社
会
基
盤
に
は
、
電
気
や
電
話
の
よ
う
に
私

企
業
の
所
有
物
も
あ
る
が
、
建
設
に
は
公
費
が

使
わ
れ
た
。
道
路
や
学
校
や
医
療
は
今
で
も
公

費
だ
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
棚
田
に
も
公
費

を
投
入
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
従
来
の
産
業
と

し
て
の
農
業
に
対
す
る
補
助
事
業
で
は
な
く
て
、

棚
田
耕
作
そ
の
も
の
に
対
す
る
補
助
（
直
接
所

得
補
償
）
が
ほ
し
い
の
だ
。
従
来
の
補
助
事
業
を

大
幅
に
削
れ
ば
財
源
に
な
る
だ
ろ
う
。
ば
ら
ま

き
で
は
な
い
か
っ
て
？
　
ば
ら
ま
き
だ
。
そ
れ

が
ど
う
し
た
？ 
戦
後
農
政
最
大
の
成
功
は
農
地

解
放
で
あ
り
、
土
地
の
ば
ら
ま
き
で
あ
っ
た
。
良

い
ば
ら
ま
き
は
必
要
な
の
だ
。
我
が
地
区
で
求

め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
世
界
中
で
失
敗
し
た
集

団
農
場
で
は
な
く
て
、
直
接
所
得
補
償
に
よ
る

良
い
ば
ら
ま
き
で
あ
る
。 

　
さ
て
、
久
木
野
地
区
で
は
棚
田
は
１
０
０
ha

あ
り
、
上
記
の
よ
う
な
公
益
的
機
能
を
発
揮
し

て
い
る
が
、
平
野
部
に
は
そ
の
程
度
の
面
積
の

農
地
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
農
地
と
し
て
の
公
益

的
機
能
を
考
え
れ
ば
、
棚
田
な
ど
ご
く
わ
ず
か

に
過
ぎ
な
い
。
環
境
上
か
ら
考
え
る
と
、
山
村
で
重
要

な
の
は
棚
田
自
体
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
森

で
あ
る
。 

　
森
の
環
境
上
の
働
き
は
多
数
あ
る
。
水
を
貯
め
、
表
土

を
作
り
、
貯
え
、
山
崩
れ
を
防
ぎ
、
多
様
な
動
物
・
植
物
・

菌
が
住
み
、
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
酸
素
を
出
し
、
気
象

を
安
定
さ
せ
、
景
色
を
良
く
す
る
と
い
っ
た
働
き
は
棚

田
よ
り
も
大
き
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、

久
木
野
地
区
の
森
は
棚
田
の
42
倍
、
４
千
２
０
０
ha
も

あ
る
。
発
揮
す
る
公
益
的
機
能
は
か
な
り
大
き
い
。 
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市場経済下では間伐は進まない（撮影：森永裕香） 

棚田のあかり 

石垣を安定させる3点に置く 

　
こ
の
う
ち
の
80
％
が
人
工
林
で
あ
り
、
人
手
を
必
要

と
し
て
い
る
。
林
業
に
ま
か
せ
て
い
て
も
、
手
入
れ
は

不
足
す
る
だ
ろ
う
。
儲
け
よ
う
と
思
っ
て
木
を
植
え
た

の
だ
ろ
う
っ
て
？ 

そ
う
い
う
狙
い
も
確
か
に
あ
っ
た

が
、
40
年
前
の
話
だ
。
数
年
後
な
ら
と
も
か
く
、
40
年

後
の
市
場
動
向
を
見
通
せ
な
い
の
は
仕
方
な
い
だ
ろ

う
。
米
国
の
貧
乏
人
の
借
金
を
組
み
込
ん
だ
証
券
に
金

を
注
ぎ
込
ん
だ
り
、
バ
ブ
ル
で
過
剰
な
投
資
を
し
た
り

す
る
人
間
と
は
違
う
。 

　
森
を
手
入
れ
し
て
も
、
棚
田
で
お
米
を
育
て
て
も
、

今
は
全
く
儲
か
ら
な
い
か
ら
、
所
有
者
の
気
持
ち
だ
け

が
頼
り
だ
。
棚
田
で
農
業
専
業
は
無
理
な
の
で
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
が
勤
め
の
か
た
わ
ら
田
を
耕
す
。
忙
し
い
時

間
を
縫
っ
て
の
農
作
業
な
の
で
、
機
械
の
共
有
は
無
理
。

全
員
が
耕
耘
機
か
ト
ラ
ク
タ
ー
・
田
植
え
機
・
コ
ン
バ

イ
ン
を
揃
え
て
、
代
金
は
軽
く
３
０
０
万
円
は
越
え
る
。

そ
の
金
で
米
を
買
う
方
が
は
る
か
に
安
上
が
り
だ
。
兼

業
農
家
と
い
う
よ
り
は
棚
田
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
。 

　
で
は
、
棚
田
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
な
ぜ
割
に
合
わ
な
い

稲
作
を
続
け
る
の
か
？ 

私
が
思
う
に
、
先
祖

か
ら
の
預
か
り
物
を

自
分
の
代
で
荒
ら
す

わ
け
に
い
か
な
い
と

い
う
倫
理
感
が
６
割
、

荒
ら
し
た
ら
周
囲
の

迷
惑
に
な
る
し
陰
口

も
叩
か
れ
る
と
い
う

共
同
体
規
制
が
２
割
、

米
が
お
い
し
い
し
米

を
進
呈
す
る
こ
と
が

嬉
し
い
と
い
う
楽
し
み
が
２
割
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

　
森
の
場
合
は
、
人
目
に
つ
か
な
い
場
所
も
多
く
、
収

穫
も
数
十
年
に
一
度
し
か
な
い
た
め
に
、
６
割
の
倫
理

感
だ
け
が
頼
り
だ
か
ら
、
も
っ
と
危
機
で
あ
る
。 

　
愛
林
館
で
は
、
こ
う
い
う
現
状
の
中
で
、
棚
田
や
森

林
へ
の
関
心
を
深
め
、
応
援
す
る
人
を
増
や
す
こ
と
を

考
え
て
活
動
し
て
い
る
。
棚
田
に
つ
い
て
は
、
田
植
え

直
前
の
時
期
に
、
竹
と
わ
ら
と
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
の

た
い
ま
つ
を
２
千
本
と
も
す
棚
田
の
あ
か
り
、
会
費
５

千
円
を
い
た
だ
い
て
40
㎡
か
ら
穫
れ
た
大
豆
を
配
当

す
る
大
豆
耕
作
団
、
耕
作
を
断
念
し
て
草
む
ら
に
な
っ

た
棚
田
の
草
を
刈
る
田
助
手
（
た
す
け
て
）、
棚
田
の
石

垣
を
作
り
上
げ
る
石
垣
積
み
教
室
、
愛
林
館
で
直
接
に

棚
田
を
借
り
て
香
り
米
の
販
売
と
い
っ
た
活
動
を
行
っ

て
い
る
。
大
豆
耕
作
団
で
は
、
毎
年
50
〜
60
人
の
会
員

が
応
援
し
て
く
れ
る
。
い
つ
も
収
穫
量
が
少
な
く
て
申

し
訳
な
い
思
い
が
募
り
、「
も
う
や
め
よ
う
と
思
う
」
と

言
っ
た
と
こ
ろ
、「
や
め
る
な
！
」
と
応
援
を
い
た
だ
い

て
大
変
嬉
し
か
っ
た
。
耕
作
者
に
と
っ
て
、
遠
く
か
ら

応
援
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
事
実
は
大
変
に
心

強
い
も
の
だ
。
田
助
手
に
至
っ
て
は
、
な
か
な
か
手
を

つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
棚
田
１
ha
の
草
を
刈
り
、
一
部
は

復
田
し
、
一
部
は
彼
岸
花
畑
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
よ

そ
の
人
の
労
力
で
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

　
森
に
つ
い
て
は
、
針
葉
樹
の
伐
り
跡
に
広
葉
樹
を
植

え
、
自
然
林
に
近
い
森
（
人
が
植
え
た
か
ら
人
工
林
で

あ
る
）
を
育
て
る
水
源
の
森
づ
く
り
を
行
い
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
一
緒
に
21 
ha
の
森
を
育
成
中
で
あ
る
。
木

が
小
さ
い
う
ち
は
、
働
く
ア
ウ
ト
ド
ア
と
い
う
合
宿
で
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市場経済下

共
同
体
規
制
が

割

米
が
お
い
し
い
し
米

を
進
呈
す
る
こ
と
が

棚
田
の
草

刈

田
助
手
（

す

て
）
棚
田
の
石

垣
を
作
り
上
げ
る
石
垣
積
み
教
室
、
愛
林
館
で
直
接
に

棚
田
を
借
り
て
香
り
米
の
販
売
と
い
っ
た
活
動
を
行
っ

）

育
て

水
源
の
森
づ

行
い

テ
ィ
ア
と
一
緒
に
21 
ha
の
森
を
育
成
中
で
あ
る
。
木

が
小
さ
い
う
ち
は
、
働
く
ア
ウ
ト
ド
ア
と
い
う
合
宿
で

周
辺
の
草
を
刈
っ
た
。
現
在
は
木
が
大
き
く
な
っ
て
つ

る
切
り
を
行
い
、
森
は
順
調
に
生
育
し
て
い
る
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
造
林
と
し
て
は
、
日
本
最
大
級
と
自
負
し

て
い
る
。 

　
森
の
利
用
法
の
一
つ
と
し
て
、
友
人
の
プ
ロ
炭
焼
き

師
で
あ
る
溝
口
秀
士
氏
が
開
発
し
た
簡
単
な
炭
焼
き

法
の
普
及
を
行
っ
て
い
る
。
溝
口
氏
と
は
環
太
平
洋
浄

化
３
０
０
年
計
画
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
焼
い
た

炭
は
燃
や
さ
ず
に
土
壌
改
良
材
と
し
て
棚
田
へ
ま
き
、

二
酸
化
炭
素
を
固
定
し
て
い
る
。 

　
他
に
、
久
木
野
地
区
全
体
が
屋
根
の
な
い
博
物
館
で

あ
る
と
い
う
考
え
で
、
水
俣
市
が
認
定
す
る

村
丸
ご
と
生
活
博
物
館
に
な
っ
て
お
り
、
見

学
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
森
や
棚
田
を
見

た
り
、
食
べ
物
作
り
を
体
験
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

　
ま
た
、
森
と
棚
田
は
一
体
で
あ
る
こ
と
を

意
識
し
て
、
食
育
の
プ
ロ
を
育
て
る
棚
田
食

育
士
養
成
・
食
育
実
践
講
座
を
昨
年
度
か
ら

開
催
し
て
い
る
。
都
市
の
室
内
で
行
わ
れ
る

食
育
の
勉
強
と
一
線
を
画
し
、
農
地
へ
出
か

け
、
勉
強
を
し
て
、
食
事
も
作
る
教
室
だ
。
こ

れ
は
地
域
づ
く
り
と
し
て
食
育
に
取
り
組
ん

で
い
る
霧
島
食
育
研
究
会
と
の
共
催
事
業
で

あ
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
森
や
棚
田
に
関
心
を
向
け

る
活
動
の
結
果
、
棚
田
で
は
お
米
と
同
時
に

良
い
環
境
を
作
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、

少
し
高
く
て
も
お
米
を
買
っ
て
く
れ
る
人
は

増
え
て
き
た
。
森
の
環
境
に
つ
い
て
は
、
県
税

水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
が
４
年
前
か
ら
始
ま

っ
た
。
導
入
時
に
さ
ほ
ど
の
反
対
が
な
か
っ
た
の
は
、

愛
林
館
の
活
動
や
訴
え
も
少
し
は
寄
与
し
た
も
の
と
考

え
て
い
る
。 

　
人
間
の
命
を
つ
な
ぐ
た
め
に
、
最
も
必
要
な
も
の
は

酸
素
と
水
と
食
糧
。
森
は
酸
素
を
作
り
、
降
っ
た
雨
を

貯
め
、
土
を
作
る
。
森
が
貯
め
た
水
と
土
を
利
用
し
て
、

棚
田
は
食
糧
を
生
産
す
る
。
棚
田
で
暮
ら
す
人
は
森
の

手
入
れ
を
し
、
育
て
る
。
棚
田
は
森
と
人
と
を
結
ぶ
扇

の
要
で
あ
る
。
山
の
冷
た
い
水
を
温
め
る
た
め
に
、
遠

回
り
を
し
て
田
に
引
き
入
れ
た
り
、
竹
樋
を
使
っ
て
水

を
立
体
交
差
さ
せ
た
り
、
ハ
イ
テ
ク
を
使
わ
な
い
細
か

い
工
夫
は
、
環
境
に
負
荷
を
か
け
な
い
。
田
の
水
は
水

路
を
経
由
し
て
別
の
田
に
入
り
、
水
田
の
環
境
負
荷
（
泥

水
や
肥
料
や
除
草
剤
）
も
川
へ
入
り
に
く
い
。 

　
サ
ワ
ガ
ニ
や
イ
モ
リ
な
ど
清
流
の
指
標
生
物
も
数

多
く
住
み
、
気
付
く
人
は
少
な
い
け
れ
ど
、
ヘ
イ
ケ
ボ

タ
ル
が
結
構
飛
ん
で
い
る
。 

　
こ
う
し
た
棚
田
を
め
ぐ
る
知
恵
や
環
境
を
保
全
す

る
の
は
、
簡
単
で
は
な
い
の
だ
が
、
も
っ
と
棚
田
の
お

米
を
買
う
人
を
増
や
す
こ
と
で
、
棚
田
の
保
全
に
つ
な

げ
た
い
。
ま
た
、
森
と
棚
田
の
公
益
的
機
能
に
対
し
て

お
金
を
払
う
環
境
支
払
い
制
度
も
、
ぜ
ひ
充
実
さ
せ
た

い
と
こ
ろ
だ
。
お
金
で
環
境
を
評
価
す
る
よ
う
に
し
な

い
と
、
お
金
の
あ
る
業
種
に
土
地
が
集
ま
り
、
産
廃
処

分
場
な
ど
の
環
境
上
不
安
な
施
設
が
で
き
て
し
ま
う
。 

　
読
者
諸
氏
は
、
も
っ
と
日
本
の
お
米
（
で
き
れ
ば
私
か

ら
買
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
）
を
食
べ
て
、
家
を
建
て
る
な

ら
日
本
の
木
材
を
使
い
、
お
米
や
木
の
背
景
に
あ
る
棚

田
や
森
を
救
っ
て
く
れ
ま
い
か
。
風
評
被
害
を
ま
き
ち

ら
す
迷
惑
な
消
費
者
で
は
な
く
、
森
や
棚
田
を
支
え
る

賢
明
な
消
費
者
が
増
え
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。 

 

水
俣
市
久
木
野
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
・
愛
林
館
館
長
。
1
9
6
1

年
熊
本
県
生
ま
れ
。
８７
年
東
京
大
学
農
学
系
大
学
院
林
学
専
攻

修
士
課
程
修
了
。
同
年
西
武
百
貨
店
池
袋
店
食
品
企
画
課
勤
務

の
後
、
８９
年
熱
帯
文
化
研
究
開
発
機
構
を
創
設
。
９４
年
全
国
公

募
の
現
職
に
選
ば
れ
、
現
在
に
至
る
。
主
な
著
書
は
、『
定
年
農

業
の
す
す
め
』（
共
著
、
中
経
出
版
）、『
森
と
棚
田
で
考
え
た
―

水
俣
発 

山
里
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
』（
不
知
火
書
房
）
な
ど
。 

　
沢
畑
　

亨
（
さ
わ
は
た
・
と
お
る
） 

CEL
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