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１
９
３
１（
昭
和
６
）年
に
建
て
ら
れ
た
京
大
吉
田
キ
ャ
ン
パ
ス
北
部
構
内
に
あ
る
旧
演
習
林
事
務
室
。文
化
庁
の

登
録
有
形
文
化
財（
建
造
物
）に
指
定
さ
れ
て
い
る
バ
ン
ガ
ロ
ー
風
の
木
造
建
築
は
、現
在
も
使
わ
れ
て
い
る

森林から沿岸へと

連なる環境を

人の文化でつなぐ

統合科学を目指す。
京都大学フィールド科学教育研究センター センター長

柴田 昌三

「マイノリティ」と自認する竹研究を横軸に貫き
里山再生、森林資源の活用、環境保全を追究してきた。
研究領域の拡大は、社会的要請に応えた結果。
現在は、森林と沿岸をひとつながりにした環境・生態系学に
生活、文化、歴史など人の営みを加味した
京大フィールド科学の基礎づくりに力を注ぐ。
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柴
田 

昌
三

京
都
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー 

セ
ン
タ
ー
長

緑
化
へ
の
取
り
組
み
と

森
林
消
滅

「
竹
博
士
」こ
と
上
田
弘
一
郎・京
大
名
誉
教
授（
一
八
九
八

〜
一
九
九
一
年
）の
、最
後
の
愛
弟
子
と
言
え
る
だ
ろ
う
。京

都
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
柴
田
昌
三

セ
ン
タ
ー
長
の
竹
研
究
の
基
礎
は
、
学
生
時
代
に
毎
週
、
す

で
に
退
官
し
て
い
た
名
誉
教
授
を
助
手
席
に
乗
せ
て
の
耳
学

問
で
培
わ
れ
た
。上
田
氏
は
当
時
、
す
で
に
八
〇
歳
を
超
え

て
い
た
。
そ
の
高
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ン
ド
ル
を
握
る

柴
田
さ
ん
に
、
竹
の
魅
力
、
資
源
と
し
て
の
価
値
、
竹
林
の

荒
廃
や
課
題
を
語
り
続
け
た
と
い
う
。

生
ま
れ
育
っ
た
街
の
森
林
が
開
発
に
よ
り
失
わ
れ
て
い
く

こ
と
に
危
機
感
を
抱
き
、
柴
田
さ
ん
は
林
学
に
進
ん
だ
。竹

を
選
ん
だ
の
は
、
消
え
た
風
景
の
中
に
竹
林
の
記
憶
が
残
っ

て
い
た
た
め
。

柴
田
さ
ん
が
京
大
に
入
学
し
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
は
、

竹
林
も
含
め
林
業
が
産
業
と
し
て
ま
だ
成
り
立
っ
て
い
た
。

一
方
で
無
秩
序
な
都
市
開
発
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
身
近
な

自
然
が
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
今
、
十
分

な
管
理
が
さ
れ
て
い
な
い
放
置
竹
林
は
、
全
国
に
広
が
っ
て

い
る
。柴
田
さ
ん
が
竹
研
究
を
通
じ
て
生
活
空
間
の
緑
化
を

専門研究を横軸に里山を語る

「レールを敷くことが役割」

DIRECTOR, FIELD SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH CENTER, KYOTO UNIVERSITY / Shozo Shibata
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志
し
た
時
代
は
、皮
肉
に
も
そ
の
始
ま
り
だ
っ
た
。

時
を
経
て
九
〇
年
代
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、
環
境

保
全
を
求
め
る
意
識
が
広
ま
り
、
郷
愁
も
込
め
て
農
村
風
景

と
し
て
の
里
山
の
価
値
に
社
会
の
耳
目
が
集
ま
り
だ
し
た
。

柴
田
さ
ん
も
里
山
の
保
全
や
再
生
と
い
う
枠
組
み
で
竹
林
や

竹
を
語
る
機
会
が
増
え
て
い
っ
た
。し
か
し
本
人
は
あ
く
ま

で
も「
竹
の
専
門
家
」と
言
う
。

「
森
林
の
話
、
庭
園
の
話
、
資
源
利
用
の
話
も
す
る
が
、
そ

れ
ら
を
貫
く
横
軸
と
し
て
竹
が
あ
る
」

事
実
、
一
般
向
け
に
は
里
山
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
も
、

竹
研
究
で
は
着
実
に
成
果
を
挙
げ
て
い
っ
た
。

世
界
初
の

調
査
事
例

竹
は
数
十
年
〜
一
〇
〇
年
の
周
期
で
花
を
咲
か
せ
、
そ
の

直
後
に
一
斉
に
枯
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も

一
九
七
〇
年
代
に
マ
ダ
ケ
が
全
国
で
開
花
し
て
枯
れ
、
竹
林

農
家
と
そ
れ
を
材
料
と
す
る
職
業
に
大
打
撃
を
与
え
た
。だ

が
、そ
の
周
期
が
あ
ま
り
に
長
い
た
め
確
か
な
記
録
が
な
く
、

研
究
者
も
花
が
咲
い
て
枯
れ
た
あ
と
に
調
査
す
る
し
か
術
が

な
い
た
め
、経
験
談
と
俗
説
が
混
在
し
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
研
究
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
イ

ギ
リ
ス
の
キ
ュ
ー
王
立
植
物
園
で
巡
り
合
っ
た
数
々
の
資
料

か
ら
、
イ
ン
ド
の
あ
る
種
の
竹
が
二
〇
〇
七
年
に
開
花
す
る

こ
と
を
予
測
。そ
の
予
測
は
的
中
し
、
花
が
咲
く
竹
林
を
開

花
前
か
ら
調
査
し
た
世
界
初
の
事
例
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

開
花
し
た
竹
の
種
子
が
散
布
さ
れ
た
年
を
特
定
で
き
ず
、
開

花
周
期
は
断
定
で
き
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
京
大
の
旧
白
浜

試
験
地
で
四
八
年
前
、
か
の
上
田
氏
が
開
花
し
た
竹
か
ら
種

子
を
取
り
、
植
え
て
い
た
こ
と
が
判
明
。
そ
の
竹
の
花
が
、

柴
田
さ
ん
が
四
八
歳
の
時
に
開
花
し
た
。奇
し
く
も
上
田
氏

が
種
子
を
植
え
た
の
は
、
柴
田
さ
ん
が
生
ま
れ
た
年
。そ
の

竹
の
開
花
周
期
が
四
八
年
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。偉

大
な
先
達
が
残
し
た
も
の
は
、言
葉
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

「
人
間
の
寿
命
を
考
え
た
ら
、
次
の
開
花
を
見
る
の
は
難

し
い
。
少
な
く
と
も
第
一
線
の
研
究
者
と
し
て
は
。
生
き
て

い
た
ら
背
負
っ
て
で
も
連
れ
て
行
っ
て
見
せ
て
あ
げ
る
と
い

う
学
生
も
い
る
が（
笑
）」

自
然
が
相
手
の
研
究
は
、
時
間
の
ス
ケ
ー
ル
が
長
い
。

フ
ィ
ー
ル
ド
研
で
取
り
組
む
研
究
は
、
こ
れ
に
複
雑
さ
も
加

わ
る
。「
私
の
役
割
は
、
そ
の
レ
ー
ル
を
敷
く
こ
と
」。す
ぐ
に

結
論
が
出
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。後
輩
に
山
ほ
ど「
宿

題
」を
残
す
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
い
う
。

「
土
地
の
歴
史
と
文
化
に
想
像
力
を
」

新
た
な
科
学
の
レ
ー
ル
を
敷
く

DIRECTOR, FIELD SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH CENTER, KYOTO UNIVERSITY / Shozo Shibata
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助
手
席
か
ら
の

大
家
の
薫
陶

│
首
相
官
邸
の
竹
植
栽
で
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
果
た
す
な
ど
、

竹
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。竹
へ
の
興
味

は
い
つ
か
ら
で
す
か
。

昔
か
ら
植
物
が
好
き
で
、
大
学
で
は
森
林
学
を
や
ろ
う
と
考
え

て
い
ま
し
た
。

│
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
が
森
に
囲
ま
れ
て
い
た
？

む
し
ろ
そ
の
逆
で
す
ね
。大
阪
の
吹
田
で
育
ち
、
子
供
の
頃
に

周
囲
が
開
発
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
が
出

来
て
名
神
高
速
道
路
が
通
り
、
一
九
七
〇
年
に
は
万
博
が
開
か

れ
た
。そ
の
過
程
で
、
周
囲
の
森
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
く
わ

け
で
す
。
子
供
に
と
っ
て
は
遊
び
場
が
な
く
な
っ
て
い
く
の
を

目
の
当
た
り
に
し
た
わ
け
で
、
そ
れ
に
対
す
る
危
機
感
を
持
っ

た
こ
と
を
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
。

│
竹
を
研
究
対
象
に
し
た
の
は
、な
ぜ
で
す
か
。

京
大
農
学
部
の
林
学
科
の
中
に
造
園
学
が
あ
り
、
そ
の
中
で
竹

を
選
ん
だ
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
吹
田
か
ら
消
え
て
い
く
自
然

の
風
景
に
、竹
林
が
や
た
ら
と
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
で
は
想
像
で
き
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
吹
田
の
北
部
は
、
大
阪

一
の
タ
ケ
ノ
コ
産
地
だ
っ
た
ん
で
す
。

│
京
都
は
生
活
文
化
や
工
芸
品
の
材
料
と
し
て
、
竹
が
浸
透

し
て
い
ま
す
。竹
を
学
ぶ
学
生
も
多
か
っ
た
？

当
時
も
今
も
、
完
全
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
。た
だ
、
た
ま
た
ま
京
大

に
は「
世
界
の
竹
博
士
」と
し
て
知
ら
れ
た
上
田
弘
一
郎
先
生
が

退
官
は
さ
れ
た
も
の
の
名
誉
教
授
と
し
て
お
ら
れ
て
、「
竹
を
や

る
な
ら
、
上
田
先
生
の
所
へ
行
っ
て
こ
い
」と
言
わ
れ
て
ご
挨

拶
に
う
か
が
い
、そ
の
後
は
毎
週
の
よ
う
に
、朝
電
話
が
か
か
っ

て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

│
そ
の
道
の
大
家
に
し
て
、面
倒
見
も
い
い
？

と
言
う
か
、
退
官
さ
れ
て
も
調
査
研
究
へ
の
意
欲
は
旺
盛
で
、

行
き
た
い
場
所
が
い
く
つ
も
あ
る
。
当
時
私
は
ボ
ロ
ボ
ロ
で
し

た
け
ど
ク
ル
マ
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
朝
の
電
話
は「
柴
田
君
、

ど
こ
ど
こ
へ
行
く
よ
」と
い
う
も
の
。要
す
る
に
、迎
え
に
来
い

と
い
う
ご
命
令
な
の
で
す
。

│
先
生
の
足
代
わ
り
で
す
ね
。

助
手
席
に
座
ら
れ
、
そ
の
行
き
帰
り
に
竹
に
関
す
る
こ
と
を

延
々
と
話
し
て
く
だ
さ
る
。つ
ま
り
、
口
頭
で
薫
陶
を
受
け
た

よ
う
な
も
の
で
す
。あ
の
経
験
は
、
私
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
は

な
い
宝
物
と
な
り
ま
し
た
。
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│
印
象
に
残
っ
て
い
る
教
え
は
あ
り
ま
す
か
。

竹
林
経
営
に
つ
い
て
が
主
で
し
た
。そ
れ
と
、
竹
が
植
物
、
生

物
と
し
て
い
か
に
特
異
で
面
白
い
か
を
し
ゃ
べ
り
続
け
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。当
時
、
竹
林
を
含
め
林
業
は
ま
だ
経
営
が
成
り

立
つ
時
代
で
し
た
が
、
一
方
で
吹
田
の
よ
う
に
開
発
が
進
み
、

竹
林
も
減
り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。竹
林
経
営
は
、
竹
材
生
産
か

タ
ケ
ノ
コ
生
産
で
す
が
、
い
ず
れ
も
が
ま
だ
現
役
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
竹
林
が
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
へ
の
危
機
感
を
力

説
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
京
都
で
言
え
ば
、
大
タ
ケ
ノ
コ
生
産
地

だ
っ
た
洛
西
一
体
で
何
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
の
竹
林
が
消
え
て
い

く
の
を
あ
ま
り
に
も
残
念
だ
と
嘆
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。上
田

先
生
が
京
都
市
洛
西
竹
林
公
園
の
造
成
を
進
め
た
の
も
、
メ
モ

リ
ア
ル
を
残
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
す
。

│
竹
研
究
の
基
礎
は
、
車
中
の
個
人
講
義
に
よ
っ
て
養
わ
れ

た
わ
け
で
す
ね
。

全
く
そ
の
と
お
り
な
ん
で
す
が
、
今
で
も
困
る
こ
と
が
一
つ
あ

り
ま
す
。
論
文
を
書
く
時
に
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で「
そ
も

そ
も
竹
は
…
…
」と
始
ま
り
、
す
で
に
こ
う
い
う
研
究
成
果
が

あ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
は
全
部
書
け
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
出

典
を
書
け
な
い
。何
し
ろ
全
部
、
先
生
か
ら
の
耳
学
問
だ
か
ら

（
笑
）。上
田
先
生
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
そ

れ
が
ど
の
論
文
に
書
か
れ
た
も
の
か
知
ら
な
い
ん
で
す
。
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竹
研
究
か
ら

里
山
再
生
へ

│
現
在
は
竹
か
ら
広
が
り
、
里
山
再
生
が
研
究
の
テ
ー
マ
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

自
分
と
し
て
は
、
今
も
竹
の
専
門
家
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。私

が
学
位
を
取
っ
た
頃
は
、
造
園
学
の
庭
園
材
料
の
一
つ
と
し
て

の
竹
を
研
究
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
こ
の
セ
ン
タ
ー
の

前
身
で
あ
る
農
学
部
附
属
演
習
林
で
助
手
に
就
い
た
時
、
森
林

管
理
の
一
部
と
し
て
竹
を
見
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。さ
ら
に

こ
こ
一
〇
年
く
ら
い
で「
里
山
」と
い
う
言
葉
が
一
般
に
広
ま
り

一
人
歩
き
し
出
す
と
、
里
山
の
一
部
と
し
て
竹
や
竹
林
を
語
っ

た
ほ
う
が
聞
く
人
の
理
解
度
が
高
ま
る
こ
と
を
実
感
し
、
里
山

全
体
が
私
の
研
究
対
象
に
な
っ
て
き
た
、と
い
う
経
緯
で
す
。

│
里
山
へ
の
思
い
は
竹
を
研
究
す
る
前
か
ら
？

今
と
な
っ
て
は
ど
ち
ら
が
先
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
、

今「
里
山
」と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

ち
ょ
っ
と
前
ま
で
違
和
感
が
あ
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
昔

か
ら
言
わ
れ
て
き
た「
里
山
」と
は
、「
家
の
裏
の
山
」と
い
っ
た

限
定
し
た
森
林
を
指
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
農
村
の
ラ
ン

か
り
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

│
人
間
の
営
み
が
環
境
や
生
態
系
に
与
え
る
影
響
と
い
う

こ
と
で
す
か
。

そ
れ
も
あ
り
ま
す
。た
だ
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
要
素
を
取
り
込

め
ば
い
い
か
は
模
索
中
で
す
。現
在
フ
ィ
ー
ル
ド
研
は
、京
都
府

の
北
を
流
れ
る
由
良
川
で
森
林
と
沿
岸
を
一
体
と
し
た
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
ま
す
。
上
流
部
に
は
芦
生
研
究
林
が

あ
り
、
河
口
付
近
に
は
舞
鶴
水
産
実
験
所
が
あ
る
。そ
こ
で
山

側
と
海
側
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
の
で
す
が
、
あ
い
だ
に

あ
る
都
市
域
を
ど
う
扱
う
か
は
ま
だ
検
討
段
階
で
す
。
ま
た
、

愛
媛
県
と
高
知
県
を
流
れ
る
仁
淀
川
流
域
で
は
、
そ
こ
に
わ
れ

わ
れ
の
施
設
は
な
い
の
で
す
が
、
地
元
の
理
解
を
得
て
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
山
側
に
は
荒

廃
し
た
林
業
の
問
題
が
あ
り
、
そ
の
再
生
に
は
社
会
学
や
経
済

学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
。さ
ら
に
、
こ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
進
め
て
い
く
な
か
で
、
地
域
の
文
化
を
考
慮
し
、
そ
の
土
地

の
歴
史
を
想
像
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
気
づ
き
ま
し
た
。

│
自
然
科
学
の
研
究
で
、文
化
や
歴
史
を
考
慮
す
る
と
は
？

例
え
ば
高
知
で
経
験
し
た
こ
と
で
す
が
、
あ
る
村
の
山
の
奥
に

〝
聖
域
〞と
言
え
る
よ
う
な
場
所
が
あ
り
ま
し
た
。村
の
人
が
住

ん
で
い
る
集
落
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
高
い
地
点
な
の

ド
ス
ケ
ー
プ
の
総
称
と
し
て「
里
山
」と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
。結
果
と
し
て
は
私
が
白
旗
を
揚
げ
、
今
で
は
里
山
林

と
い
う
括
り
で
話
を
し
、
そ
の
中
に
竹
林
も
あ
り
ま
す
、
と
い

う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。ほ
か
に
も
森
林
の
話
、庭
園
の
話
、

資
源
利
用
の
話
な
ど
を
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
貫
く
横
軸
と
し

て
竹
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

人
間
の
影
響
は

無
視
で
き
な
い

│
竹
の
研
究
、
里
山
研
究
、
そ
し
て
現
在
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
科

学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
が
提
唱
す
る「
森
里
海
連
環
学
」が
加
わ

り
ま
し
た
。こ
の
名
称
は
、な
ぜ「
森・川・海
」で
は
な
く
、「
森・

里・海
」な
の
で
し
ょ
う
？

確
か
に
純
生
態
学
と
い
う
か
、
純
粋
科
学
と
し
て
は「
森・
川・

海
連
環
学
」で
い
い
し
、そ
の
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
。し
か
し
、

こ
の
国
土
で
人
間
の
影
響
を
抜
き
に
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
な

ど
、
ど
れ
ほ
ど
の
役
に
立
つ
の
か
。環
境
や
生
態
系
を
研
究
す

る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
人
間
を
絶
対
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
考
え
た
結
果
で
す
。そ
う
し
な
い
と
、
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
ば
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で
、
高
齢
化
し
た
住
民
は
も
う
寄
り
つ
け
な
い
。聞
け
ば
、
昔

は
そ
の
場
所
は
街
道
筋
で
、
大
変
賑
わ
っ
た
場
所
ら
し
い
の
で

す
。昭
和
初
期
ま
で
は
そ
こ
で
祭
り
が
あ
り
、
奉
納
相
撲
ま
で

催
さ
れ
て
い
た
。あ
る
い
は
、
今
は
森
林
だ
け
ど
、
昔
は
棚
田

で
そ
の
上
に
は
焼
き
畑
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
場
所
も
あ
り
ま
し

た
。私
た
ち
は
今
見
え
て
い
る
風
景
だ
け
で
そ
こ
を
森
林
と
考

え
、間
伐
の
問
題
な
ど
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
れ
は
大
き
な
勘
違
い
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。現
在
の
風
景
に

な
っ
た
の
は
、
た
か
だ
か
こ
こ
数
十
年
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く

そ
れ
以
前
、
何
百
年
間
も
そ
こ
は
街
道
筋
で
あ
っ
た
り
、
田
畑

で
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
こ
に
こ
そ
人
間
が
長
年
に
わ
た
っ
て

培
っ
て
き
た
自
然
と
の
関
係
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
考
え

た
時
に
、
自
然
と
人
間
の
関
係
を
支
え
て
き
た
そ
の
土
地
な
ら

で
は
の
か
た
ち
が
あ
り
、
そ
の
関
係
性
の
上
に
立
脚
し
た
文
化

は
無
視
で
き
な
い
し
、
そ
こ
に
こ
そ「
森
里
海
連
環
学
」の
、
最

も
重
要
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

│
連
携
す
べ
き
学
問
分
野
が
、ま
た
増
え
ま
す
ね
。

自
然
科
学
者
と
し
て
の
発
想
と
ア
プ
ロ
ー
チ
は
も
ち
ろ
ん
継
続

し
ま
す
が
、
地
元
を
活
性
化
す
る
経
済
、
そ
の
結
果
成
り
立
つ

生
活
や
文
化
を
全
部
見
な
い
と
、「
森
里
海
連
環
学
」の
本
当
の

展
開
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、現
在
の
考
え
で
す
。

課
題
が
大
き
す
ぎ
て
、
成
果
は
全
く
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
ま

で
し
な
い
と
、「
森
里
海
連
環
学
」を
言
っ
て
い
る
意
味
が
な
い

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│「
森
里
海
連
環
学
」の
理
想
の
か
た
ち
と
は
、
先
祖
返
り
な

の
で
し
ょ
う
か
。

個
人
的
な
意
見
と
し
て
は
、
先
祖
返
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

新
し
い
管
理
方
法
は
そ
う
簡
単
に
は
見
つ
か
ら
な
い
。そ
れ
こ

そ
何
百
年
も
積
み
重
ね
た
経
験
知
に
基
づ
い
た
自
然
の
扱
い
は

絶
対
に
教
科
書
に
は
書
け
ま
せ
ん
。な
ぜ
な
ら
地
域
ご
と
に
違

う
わ
け
で
す
か
ら
。
過
去
に
学
ぶ
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
た

だ
、
シ
ス
テ
ム
や
仕
組
み
の
部
分

│
例
え
ば
機
械
化
で
あ
る

と
か
、
林
道
を
造
る
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
部
分
は
今
風
の

ア
レ
ン
ジ
は
必
要
で
す
。
ま
た
自
然
か
ら
取
り
出
し
た
資
源
の

使
い
道
も
現
代
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。例

え
ば
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
称
し
て
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
が
注

目
さ
れ
て
い
て
、
技
術
的
に
は
各
地
で
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
経
済
的
に
ペ
イ
し
な
け
れ
ば
定
着
し
ま
せ
ん
。そ
の

点
が
一
番
遅
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

│
セ
ン
タ
ー
で
は
、
山
の
研
究
者
と
海
の
研
究
者
の
交
流
は

あ
る
の
で
す
か
。

セ
ン
タ
ー
設
立
前
後
に
、
濃
密
な
交
流
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
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れ
ぞ
れ
の
ス
タ
ッ
フ
が
各
施
設
を
順
番
に
見
学
し

て
回
る
と
い
う
企
画
を
立
て
、
山
の
人
は
海
の
施

設
に
、
海
の
人
は
山
の
施
設
を
巡
っ
た
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
施
設
で
会
議
を
開
い
た
り
し
ま
し
た
。そ

れ
ぞ
れ
の
研
究
者
は
専
門
分
野
は
あ
る
も
の
の
、

共
通
し
た
興
味
も
あ
り
、私
の
場
合
、緑
化
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
す
れ
ば
、
造
園
だ
け
で
な
く
、
海
の
磯

焼
け
対
策
も
研
究
対
象
に
な
り
ま
す
。ま
た
、
海

の
研
究
者
が「
山
が
荒
れ
る
」と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
を
理
解
し
た
り
、当
然
そ
の
逆
も
あ
り
ま
す
。

│
山・海
の
研
究
が
連
携
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
？

じ
つ
は
山
と
川・海
で
は
、
時
間
ス
ケ
ー
ル
が
異
な

る
の
で
す
。川
や
海
は
反
応
が
速
く
、
乱
れ
た
生

態
系
は
一
、二
年
で
回
復
で
き
る
。
一
方
で
山
は

一
桁
遅
く
、
一
〇
年
で
反
応
が
分
か
れ
ば
速
い
ほ

う
。人
工
林
の
生
産
は
五
〇
年
、
一
〇
〇
年
の
ス

パ
ン
で
考
え
ま
す
か
ら
、
海
の
研
究
者
に
待
っ
て

も
ら
え
な
い
。し
か
し
、そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、「
森

里
海
連
環
学
」と
い
う
中
で
は
、
少
し
時
間
を
か

け
て
、
山
と
海
と
の
つ
な
が
り
が
ど
う
な
っ
て
い

く
の
か
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
り
、
モ
デ
ル
化

し
た
り
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー
が

出
来
て
よ
う
や
く
一
〇
年
で
す
か
ら
、
明
ら
か
な

結
果
が
出
る
わ
け
が
な
い
ん
で
す
ね
。で
す
か
ら
、

ま
だ
こ
れ
か
ら
の
話
で
す
。

│
現
在
の
課
題
は
？

問
題
は
、
や
は
り「
里
」と
の
関
わ
り
。山
と
海
だ

け
の
話
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、
ダ
ム
に
よ
っ
て
水

が
堰
き
止
め
ら
れ
た
結
果
、
下
流
に
流
れ
て
く
る

土
砂
が
海
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
て
お
り
、
確
か
に
そ
れ
が
当
て
は
ま
る

河
川
も
あ
り
ま
す
が
、
じ
つ
は
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
こ
と
を
示
す
研
究
成
果
も
挙
が
っ
て
い

る
。そ
れ
こ
そ
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
。そ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
の
よ
う
な
視
点
が
な
け
れ
ば
、
見
る
こ
と

は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
山
の
研
究
者

と
海
の
研
究
者
が
一
体
と
な
る
環
境
は
整
っ
て
い

ま
す
が
、「
里
」を
ど
う
取
り
扱
う
か
は
、
ま
だ
手

探
り
で
す
。繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、「
森
里
海

連
環
学
」は
走
り
出
し
た
ば
か
り
。
少
し
で
も
確

か
な
レ
ー
ル
を
敷
く
こ
と
が
私
の
役
割
で
あ
り
、

最
重
要
課
題
で
す
。
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