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本
文
の
ね
ら
い

・
要
点

私
た
ち
が
生
き
る
た
め
に
は
、
健
全
な
自
然
が
必

要
で
あ
る
。
「
ナ
キ
ウ
サ
ギ
裁
判
」

は
、
自
然
現
境

「生
物
多
様
性
条
約
」
を
争
点
と
し
た
の
日
本

で
初

め
て
の
裁
判
で
あ
り
、
こ
の
裁
判
を
通
じ
て
、
新
た

な
環
境
放
理
の
確
立
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
た
裁
判
の
ス
タ
ー
ト

一
九
九
六
年
十

一
月
二
八
日
、
「
大
雪
山

の
ナ
キ
ウ
サ

ギ
裁
判
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

大
雪
山
国
立
公
園
の
ナ
キ
ウ
サ
ギ
の
最
大
の
生
息
地
と
、

日
本
最
大

の
風
穴
地
形
に
育
ま
れ
た
貴
重

で
特
殊
な
生
態

系
を
、
リ
ゾ

ー
ト
の
た
め
の
ト
ン
ネ
ル
道
路

(士
幌
高
原

道
路
)

で
破
壊
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
世
界
に
誇
る
生
物

多
様
性
の
お
手
本
と
も
い
う
べ
き
大
雪
山
の
豊
か
な
自
然

を
、
ま
だ
見
ぬ
人
や
後
世
の
人
た
ち
に
、
こ
の
ま
ま
そ

っ

と
残
し
、
伝
え
た
い
。

こ
の
よ
う
に
願

っ
て
反
対
運
動
を

続
け
て
き
た
道
内
二
十

一
人

の
原
告
団
と
、
全
国

の
五
十

四
人
の
弁
護
士

で
結
成
さ
れ
た
弁
護
団
が
、
道
路
を
計
画

し
た
知
事
を
相
手
ど
り
、
士
幌
高
原
道
路

へ
の

一
切

の
公

金
支
出
差
し
止
あ
を
求
め
た
住
民
訴
訟
、
「
大
雪
山

の
ナ

キ
ウ
サ
ギ
裁
判
」
の
第

一
会
口
頭
弁
論
が
、
札
幌
地
方
裁

判
所
で
行
わ
れ
た
。

当
日
、
裁
判
所
の
前
で
は
、
「
子
供
た
ち

に
残

そ
う
北

海
道
の
大
自
然
」、
「私
た
ち
の
住
家
を
奪
わ
な
い
で
!

ナ
キ
ウ
サ
ギ
」
な
ど
の
横
断
幕
を
、
士
幌
高
原
道
路
建
設

反
対
運
動
を
長
い
間
続
け
て
き
た
自
然
保
護
団
体
の
メ
ン

バ
ー
が
掲
げ
、
道
行
く
人
た
ち
の
注
目
を
集
め
た
。
午
後

十
二
時
五
十
分
、
原
告
側
補
佐
人
と
し
て
証
言
す
る
た
め

に
来
道
さ
れ
た
大
石
武

一
・
元
環
境
庁
長
官
を
囲
ん
だ
原

告
団
と
弁
護
団
が
、
ナ
キ
ウ
サ
ギ
の
ぬ
い
ぐ
る
み
を
手
に

正
面
玄
関

に
到
着
し
、

マ
ス
コ
ミ
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
を
浴
び

な
が
ら
入
廷
し
た
。

傍
聴
席
は
、
時
間
前
か
ら
九
十
六
名

の
定
員
を
は
る
か

に
上
回
る

一
三
〇
名
で
ぎ

っ
し
り
満
員
と
な
り
、
「
自
然

保
護
運
動
の
天
王
山
」
と
し
て
、
全
国
か
ら
も
注
目
さ
れ

て
い
る
こ
の
裁
判

へ
の
関
心
の
高
さ
を
う
か
が
わ
せ
た
。

「傍
聴
は
国
民
の
権
利
」
と
頑
張

っ
た
弁
護
団

の
熱
意
と

裁
判
長
の
好
意
で
、
傍
聴
席
に
椅
子
が
運
び
込
ま
れ
、
原

告
席
も
、
道
内
各
地
か
ら
か
け
つ
け
た
原
告
団
と
道
外
か

ら
も
参
集
し
た
弁
護
団
で
椅
子
が
足
り
ず
、
被
告
席
か
ら

も
椅
子
が
動
員
さ
れ
た
。
裁
判
は
、
原
告
席
も
傍
聴
席
も

身
動
き
で
き
ぬ
ほ
ど
の
満
員

の
中
で
起
立
が
で
き
ず
座

っ

た
ま
ま
と
い
う
異
例

の
開
廷
と
な

っ
た
。
原
告
席
の
最
前

列
に
は
、
「
ナ
キ
ウ
サ
ギ
ふ
あ
ん
く
ら
ぶ
」
が

つ
く

っ
た

九
匹
の
ぬ
い
ぐ
る
み
が
並
び
、
ナ
キ
ウ
サ
ギ
と
大
雪
山
の

運
命
を
決
す
る
歴
史
的
な
裁
判
の
進
行
を
見
守

っ
た
。

生
物
多
様
性
条
約
を
争
点
に

こ
の
裁
判
は
、
「生
物
多
様
性
条
約
」
を
争
点
と
す
る

日
本
で
初
め
て
の
裁
判
で
あ
る
。

ト
ン
ネ
ル
予
定
地

一
帯
は
、
日
本
最
大
規
模

の
風
穴
地

帯
で
あ
る
こ
と
が
最
近
の
調
査
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
た
、

学
術
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

ナ
キ
ウ
サ
ギ
や
カ
ラ
フ
ト
ル
リ
シ
ジ
ミ
な
ど
の
氷
河
期
の

生
き
残
り
を
含
む
多
種
多
様
な
野
生
生
物
が
生
息
し
、
風

穴
地
形
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
植
物
の
垂
直
分
布
の
逆
転
現

象
が
モ
ザ
イ
ク
模
様
に
広
が
り
、
極
め
て
珍
し
い
生
態
系

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

裁
判

で
は
、

こ
の
よ
う
な
、
世
界
で
も

「
こ
こ
に
し
か

な
い
」
と
い
う
貴
重

で
ユ
ニ
ー
ク
な
生
態
系
を
破
壊
す
る

士
幌
高
原
道
路

の
建
設
は
、
日
本
が

一
九
九
三
年
に
批
准

し
た
生
物
多
様
性
条
約

に
違
反
す
る
違
法
な
事
業
で
あ
る

こ
と
を
直
接

に
問
い
、
違
法
な
道
路
建
設

へ
の
道
費
の
支

乙》



出
を
差
し
止
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
計
画
を
中
止
さ
せ
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
約
は
、
「種

・
生
態
系

・

遺
伝
子
の
多
様
性
を
含
む
生
物
の
多
様
性
の
保
護
か
、
人

類

の
緊
急
か

つ
重
大
な
課
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
保
護
す
る

こ
と
が
行
政
の
義
務

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
条
約
で
あ
る
。

こ
の
条
約
を
、
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な

法
と
し
て
と
ら
え
、
今
回
の
裁
判
の
拠
り
所
と
し
た
弁
護

団
長

の
市
川
守
弘
弁
護
士
は
、
そ
の
理
由
を

口
頭
弁
論

の

中

で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
自
然
を
保
護
す
る
こ

と
、

つ
ま
り
種
の
多
様
性
、
遺
伝
子
の
多
様
性
、
生
態
系

の
多
様
性
を
そ
の
ま
ま
保
護
す
る
こ
と
は
、
本
質
的

に
人

間
を
保
護
す
る
こ
と
」

で
あ
り
、
「
ヒ
ト
と

い
う
生
物
は

自
然

の
中

で
生
ま
れ
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
人

間
も
自
然

の

一
部

で
あ
り
生
態
系

の

一
員
に
す
ぎ
ず
、
多
様
な
生
態

系

の
中

で
他

の
生
物
と
と
も
に
進
化
の
途
上

に
い
る
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
し
た
が

っ
て
自
然
を
失
う
こ
と
は
、
人
間
の

生
存

の
基
盤
を
失
う
こ
と
で
す
。」
「私
た
ち
人

間
が
受
け

る
水
や
空
気
や
食

べ
物
や
そ
の
他
無
限
の
利
益

は
、
無
限

の
種
、
遺
伝
子
、
多
様
な
生
態
系
か
ら
享
受
で
き
る
も
の
」

で
あ
り
、
「今
や
生
物
多
様
性
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
市

民
の
命
を
守
る
た
め
に
行
政
に
課
せ
ら
れ
た
重
大
な
義
務

で
あ
り
、

こ
れ
に
反
す
る
自
然
破
壊
は
違
法
と
断
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
明
言
し
た
。

当
日
の
口
頭
弁
論
で
、
原
告
側

の
補
佐
人
と
し
て
意
見

陳
述
を
行

っ
た
大
石
武

一
氏
は
、
初
代
環
境
庁
長
官
と
し

て
、
日
本
の
環
境
行
政
史
上
、
画
期
的
な
決
断

と
い
わ
れ

る
尾
瀬
の
県
道
計
画
を
撤
回
さ
せ
、
水
俣
病
を
認
定
し
た

と
き
の
基
本
理
念
は
、
「す
べ
て
の
命
あ
る
も

の
を
大
切

に
」
と
い
う
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想

で
あ

り
、
「
自
然

環
境
を
守
る
こ
と
が
人
間

の
命
を
守
る
上

で
最
も
大
事
な

こ
と
の
ひ
と

つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
役
人
に
認
識
さ
せ

た
か

っ
た
」
と
述

べ
た
。
そ
の
上

で
、
大
石
氏
は

「士
幌

高
原
道
路
は
、
ま
ち
が
い
な
く
観
光
道
路
で
、
観
光
道
路

は

一
本
あ
れ
ば
い
い
の
で
す
。
貴
重
な
資
源
で
あ
る
風
穴

地
帯
を

つ
ぶ
し
、
自
然
を
破
壊
し
て
ま
で
二
本
目
の
道
路

を
作
る
意
味
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
非
常
な
無
駄

づ
か
い
で
、
国
民

に
対
す
る
冒
涜
と
さ
え
思
え
ま
す
。
」

と
建
設
の
中
止
を
訴
え
た
。
日
本

の
環
境
行
政
は
、
生
物

多
様
性
条
約
を
先
取
り
し
た

一
人
の
政
治
家
の
卓
見

に
基

づ
い
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い
た
こ
と
を
再
認
識
し
た
瞬
間
で

あ

っ
た
。

こ
の
裁
判

で
原
告
団
長
を

つ
と
め
る
八
木
健
三
氏
は
、

口
頭
弁
論
の
中

で
、
北
海
道
自
然
保
護
協
会
の
会
長
な
ど

三
〇
年
余
に
わ
た
る
自
然
保
護
運
動

の
経
験
か
ら
、
ト

ッ

プ
に
あ
る
政
治
家

の
自
然
観
が
、
環
境
行
政
に
い
か
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し

て
、

「今
日
、
士
幌
高
原
道
路
問
題
が
最
悪

の
事
態

に
陥

っ
た

原
因
の
半
ば
は
、
横
路
前
知
事
の
環
境
保
全
意
識

の
低
さ

と
、
公
約
を
守
る
信
義
の
欠
如
に
あ
る
」
と
断
罪
し
、
堀

現
知
事
に
、
士
幌
高
原
道
路
計
画
の
中
止
を
直
ち
に
決
定

し
、
「過
ち
の
多
か

っ
た
横
路
道
政
と
完
全

に
決
別
」

す

る
よ
う
に
と
強
く
要
請
し
た
。

新
た
な
環
境
法
理
の
確
立
を

こ
の
裁
判
は
、
直
接
的
に
は
士
幌
高
原
道
路
と
い
う
大

雪
山
国
立
公
園
に
計
画
さ
れ
た
ト
ン
ネ
ル
道
路

の
是
非
を

争
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
日
本

の
自
然
公
園

行
政
全
体

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本

環
境
法
律
家
連
盟

の
副
代
表
で
も
あ
る
長
野
県
の
中
島
嘉

尚
弁
護
士
は
、
口
頭
弁
論
の
中
で
、
か

つ
て
大
雪
縦
貫
道

と
士
幌
高
原
道
路
が
凍
結
さ
れ
た
と
き
に
、
長
野
県
美
ケ

原
高
原
ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ

ン
も
凍
結
さ
れ
、
今
回
、
士
幌
高

原
道
路
が
ト
ン
ネ
ル
計
画
と
し
て
復
活
し
た
ほ
ぼ
同
じ
時

期
に
、
ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ
ン
も
ト
ン
ネ
ル
計
画
で
復
活
し
た

こ
と
を
紹
介
し
、
「
他
人
事
で
は
済
ま
せ
ら
れ
な
い
」
と
、

こ
の
裁
判
の
動
向
が
他
の
自
然
公
園
に
与
え
る
影
響
を
示

唆
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
石
川
県
白
山
の
白
山
国
立
公

園
の

「緑
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
計
画
」
、
東
京
都
の
高
尾
山

国
定
公
園
な
ど
で
ト
ン
ネ
ル
計
画
が
も
ち
あ
が
り
、
か
け

が
え
の
な
い
自
然

の
破
壊
を
危
惧
す
る
反
対
運
動
が
各
地

で
起
き
て
い
る
。

い
ず
れ
の
地
域

に
お
い
て
も
、
環
境
庁
は
、
「
ト
ン
ネ

ル
な
の
で
自
然

へ
の
影
響
は
少
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導

き
出
し
、
自
然
公
園
の
利
用
に
道
を
開
こ
う
と
し
て
い
く

気
配
で
あ
る
。

一
九
八
七
年

の
リ
ゾ
ー
ト
法
成
立
以
後
、

環
境
庁
は

「自
然
公
園
の
保
護
と
利
用
」
と
い
う
名
目
で
、

各
地
の
自
然
公
園
に
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
や
野
鳥
の
森
公

園
、
観
光
道
路
な
ど
の
建
設
を
積
極
的
に
計
画
し
、
リ
ゾ
ー

ト
計
画
な
ど
の
開
発
事
業

に
対
し
て
は
、
従
来
の
保
護
重

視
か
ら
利
用
の
促
進
を
は
か
る
事
業
官
庁
に
変
容
し
て
い

る
こ
と
が
、
各
地
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。

環
境
庁
は
、

一
九
九
五
年
に

「生
物
多
様
性
国
家
戦
略
」

を
制
定
し
た
。

こ
れ
は
、
生
物
多
様
性
条
約
を
批
准
し
た

日
本
が
、
多
種
多
様
な
野
生
生
物
が
構
成
す
る
生
態
系
を

守
る
た
め
に
国
と
し
て
の
方
向
性
を
示
す
と
い
う
画
期
的

な
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
種

・
生
態

系

・
遺
伝
子
を
保
護
す
る
た
あ
の
具
体
的
な
方
策
は
も
と

よ
り
、
生
態
系
を
開
発
か
ら
守
る
た
め
の
国
の
基
本
理
念

す
ら
明
確

で
は
な
か

っ
た
。

そ
の
同
じ
年
に
、
環
境
庁
の
自
然
環
境
保
全
審
議
会
は
、

全
線
ト
ン
ネ
ル
案
と
し
て
復
活
し
た
士
幌
高
原
道
路
予
定

地
の
現
地
調
査
を
行
い
、
ゴ
ー
サ
イ
ン
を
出
し
た
。
日
本

の
自
然
公
園
の
中
で
、
最
も
原
生
の
自
然
環
境
が
残
さ
れ

て
い
る
大
雪
山
の
ユ
ニ
ー
ク
な
生
態
系
を
破
壊
す
る
恐
れ

の
あ
る
計
画
を
、
通
り
い
っ
ぺ
ん
の
現
地
調
査
と
ピ
ア
リ
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ン
グ
を
行

っ
た
だ
け
で
容
認
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

一
方

で
、
生
態
系
を
保
全
す
る
た
め
の
国
家
戦
略
を
作
文
す
る

と
い
う
環
境
庁
の
矛
盾
し
た
姿
勢
は
、
こ
の
裁
判
の
中
で

も
問
わ
れ
、
審
議
会
の
審
議
内
容
の
公
開
な
ど
が
求
め
ら

れ

て
い
く
で
あ
ろ
う
。

こ
の
裁
判
を
、
日
本
に
お
け
る
自
然
環
境
裁
判
の
新
た

な
出
発
と
し
て
位
置
づ
け
る
日
本
環
境
法
律
家
連
盟
は
、

多
く
の
弁
護
士
が
代
理
人
と
し
て
参
加
し
、
「
総
力
を
あ

げ

て
こ
の
裁
判
を
闘
う
決
意
」
が
裁
判
の
中

で
表
明
さ
れ

た
。連

盟
の
代
表
で
あ
る
岐
阜
県
の
野
呂
汎
弁
護
士
は
、
公

害
訴
訟
等
の
裁
判
に
関
与
し
た
三
〇
年

の
経
験
か
ら
、

こ

の
裁
判
を
通
じ
て
新
た
な
環
境
法
理
を
確
立
し
た
い
と
い

う
意
見
陳
述
を
行

っ
た
。
か
つ
て
の
公
害
裁
判

で
は
、
全

国
で
多
発
し
た
公
害
に
よ
る
被
害
者
の
早
期
救
済
と
、
公

害
の
全
面
的
な
解
決
を
求
め
た
当
時
の
世
論
に
対
し
、
司

法
が
正
し
く
応
え
た
結
果
、
新
し
い
法
的
理
論

が
次
々
と

編
み
出
さ
れ
て
い

っ
た
。

同
様

に
、
今
回
の
裁
判
で
は
、
地
球
が
存
亡

の
危
機
に

瀕
し
て
い
る
時
代
の
自
然
環
境
を
保
全
す
る
た
め
に
、
生

物
多
様
性
条
約
、
環
境
基
本
法
、
種

の
保
存
法
等
の
新
た

な
価
値
認
識
で
環
境
を
破
壊
す
る
行
為
を
差
し
止
め
、
生

態
系
や
種
の
多
様
性
を
優
先
さ
せ
る
な
ど
の
法
理
論
を
確

立
す
る
こ
と
が
、
こ
の
裁
判
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
役
割

で
あ
り
、
裁
判
が
時
代
の
要
請
に
正
し
く
応
え
る
こ
と

へ

の
期
待
を
強
く
表
明
し
た
。

ナ
キ
ウ
サ
ギ
裁
判
は
何
を
め
ざ
す
か

こ
の
裁
判
は

「大
雪
山
の
ナ
キ
ウ
サ
ギ
裁
判
」
と
名
付

け
て
は
い
る
が
、
貴
重
な
生
物
と
し
て
の
ナ
キ

ウ
サ
ギ
だ

け
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
土

の
中
の
菌

類
や
微
生
物
か
ら
、
鳥
も
動
物
も
、
花
も
木
も
虫
も
、
そ

し
て
私
た
ち
人
間
も
、
同
じ
自
然
に
育
ま
れ
た
仲
間
と
し

て
の
す
べ
て
の
種
と
、
そ
の
地
域
の
環
境
を
作
る
気
候
や

地
質
、
地
形
な
ど
を
ひ
と

つ
な
が
り
の
生
態
系
と
し
て
と

ら
え
、
そ
の
生
態
系
そ
の
も
の
を
保
全
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
、
ト
ン
ネ
ル
予
定
地
の
生
態
系
の
中
で
、

周
辺
の
環
境
変
化
の
影
響
を

一
番
強
く
受
け
る
の
は
、
氷

河
期
の
生
き
残
り
で
あ
る
ナ
キ
ウ
サ
ギ
で
あ
る
そ
の
た
め
、

こ
の
生
態
系
の
象
徴
と
し
て
ナ
キ
ウ
サ
ギ
を
と
り
あ
げ
た
。

し
か
し
、
こ
の
裁
判
は
、
ナ
キ
ウ
サ
ギ
と
い
う
小
さ
な

動
物
を
原
告
と
す
る

「自
然
の
権
利
」
裁
判
で
は
な
い
。

ナ
キ
ウ
サ
ギ
が
住
み
、
風
穴
地
形
が
広
が
る
貴
重
な
自
然

ま
で
を
も
開
発
し

つ
く
し
、

コ
ガ
ネ
を
追

い
か
け
た
い
人

間
と
、
豊
か
な
自
然
環
境
を
守
り
、
地
に
足
を

つ
け
て
暮

ら
し
た
い
人
間
と
が
争
う
、
人
間
同
志
の
裁
判
で
あ
る
。

裁
判
が
、
常
識
を
も

っ
て
判
断
さ
れ
、
地
球
環
境
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
歴
史
的
な
判
決
が
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
祈

り
た
い
。

〈報告集会で質問に答える大石武一丞〉二井田
局敏写真

31


