
世界遺産を見せることについて

白神山地の事例をもとに

肇田牧

ま き た ・は じめ
1941年 東京生 まれ。東北大学

理学部卒。理学博士。弘前大

学農学生命科学部附属生物共

通教育研究 セ ンター長 ・教授b

「北八甲田山地の自然 と開発』

(編 ・著)、 『西 目屋村 砂子 瀬
の一人のマ タギが有す る植物

を中 心 と した 自然 の知 識 』

(同上)、 『白神 の意味』(共著)

など。

以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ほ
か
で
も

簡
単
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
機
会
に
き
ち
ん
と

の
べ
た
い
。

そ
れ
は
、
自
然

・
文
化
両
世
界
遺
産
を
人
に
見
せ
る
こ

と
に
関
す
る
国
の
姿
勢
で
あ
る
。

「
公
開
」
と

「整
備
」

「
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産

の
保
護
に
関
す
る

条
約

(世
界
遺
産
条
約
)
」
の
第
H
章

「
文
化
遺
産
及
び

自
然
遺
産

の
国
内
的
及
び
国
際
的
保
護
」
の
冒
頭
、
第
四

条
に
は

「締
約
国
は
、
第

一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る

文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
で
自
国
の
領
域
内
に
存
在
す
る

も
の
を
認
定
し
、
保
護
し
、
保
存
し
、
整
備
し
及
び
将
来

の
世

代

へ
伝

え

る

こ
と

を

確

保

す

る

こ
と

が

第

一
義

的

に

は
自

国

に
課

さ

れ

た
義

務

で
あ

る

こ
と

を

認

識

す

る

(
以

下

略

)
。
」

と

の

べ
ら
れ

て

い

る

(
傍

線

は
筆

者

。

訳

文

と

以

下

の
原

文

は
、

財

団

法

人

日
本

自

然

保

護

協

会

が

一
九

九

二
年

に
刊

行

し

た
、

「
世

界

遺

産

条

約

資

料

集

H

」

に

よ

っ
た
)
。

下

線

部

の
原

文

は
次

の
通

り

で
あ

る
。
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は

将

来

の
世

代

へ

伝

え

る

こ
と

、

と

な

っ
て

い

る
。

訳

と

し

て

ほ
ぼ

無

理

が

な

い
。

と

こ
ろ

が
、

鷲

Φ
ω
Φ
暮

o
註
o
コ
の
訳

は
き

わ

め

て
わ

か

り

に

く

い
。

「
整

備

」

だ

と

い
う

の

で
あ

る
。

同

様

の

記
述

は
、

下

に
掲

げ

る
と

お

り

各

所

に
出

て
く

る
。第

五
条

㈲

「文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
、
保

存
及
び
整
備
」

同

⑥

「文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
認
定
、
保
護
、

保
存
、
整
備
及
び
活
用
」

同

㈹

「文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
、
保
存
及

び
整
備
」

第
六
条
二

「文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
認
定
、
保
護
、

保
存
及
び
整
備
」

第
二
十
二
条

㈲

「文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
、

保
存
、
整
備
及
び
活
用
」

同

㈲

「文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
認
定
、
保
護
、

保
存
、
整
備
及
び
活
用
」

第
二
十
四
条

「文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
、
保

存
、
整
備
及
び
活
用
」

こ
れ
ら
の

「整
備
」
に
あ
た
る
原
語
は
す
べ
て
嘆
①。。①㌣

畠
江
8

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
た
ま
た
ま
の
誤
訳

で

は
な
く
、
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

「活
用
」

の

原
語
は
話
冨
げ
ま
$
江
o
昌
で
、
こ
の
訳
に
も
疑
問
を
お
ぼ

え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
の
べ
な
い
。

か
な
り
多
く
の
辞
書
で
調
べ
た
が
、
鷲
①。。Φ暮
9
江
o
口
と

そ
の
動
詞

胃
Φ。。Φ暮

の
意
味
は
、
人
に
物
を
贈
る
、
披
露

す
る
、
公
開
す
る
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
も

の
で
、
「
整

備
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
意
味
は
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
環
境
庁

(当
時
)
自
然
保

護
局
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
「
批
准
す
る
際

に
、
外

務
省
で
作
成
し
た
資
料
」
と
し
て
、
「整
備

(勺
奉
ωΦ暮
甲

江
8
)」
の
意
味
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
回
答
が
あ

っ

た
。「

こ
の
条
約
上
の

『遺
産
』
を
公
開
す
る
な
ど
そ
の
価

値
が
寄
り

マ
マ
深
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
『遺
産
』

に
つ
い
て
の
施
設
等
を
整
え
る
こ
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と
と
解
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
建
築
物
、
遺
跡
等
に
つ

い
て
の
標
識
、
説
明
板
等
の
施
設
の
設
置
、
自
然
保
護
区

内
に
お
け
る
展
望
施
設
、
案
内
所
等
の
設
置
等
が
こ
れ
に

該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。」

こ
の
説
明
は
い
か
に
も
不
自
然
だ
が
、
そ
の
後
、
外
務

省

に
も
電
話

で
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
回
答
は
同
様
だ
っ

た
。

訳

語

選
定

の
意

図

こ

こ

で
問

題

な

の

は
、

上

の
回
答

で
明

ら

か
な

よ

う

に

「
整

備

」

が

、

「
設

置

」
、

つ
ま

り

「
新

た

に

作

る

」

を

意

味

す

る

こ
と

で
あ

る

。

こ
8

け庄

8

江
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話
ゴ
9
σ
一}詳
餌
鉱
○
コ

に
は
、

「
新

た

に
作

る
」

こ
と

は

明

示

的

に

は

含

ま

れ

な

い
。し

か

し

、

原

文

は

、

鷲

○
けΦ
。
江
8

と

。
o
霧

曾
く
讐

一8

を

わ

ざ

わ

ざ

並

記

し

て

い

る
。

一
般

に
、
嘆

○
廿
①
。
江
0
5
は
、

厳

密

な
保

護

、

つ
ま

り

手

を

付

け

ず

に
厳

重

に
守

る

こ
と

と
解

さ

れ

る
。

そ

れ

に
対

し

て
、

8

霧

霞
く
讐

一〇
コ
は
、

何

ら

か

の
利

用

を

し

な

が

ら

全

体

と

し

て

は
守

っ
て

い
く

こ

と

と
解

釈

さ

れ
、

普

通

「
保

全
」

と
訳

さ

れ

る
。

つ
ま

り
、

公

開

な

ど

の
た

め

に
施

設

を

整

え

る

こ
と

は

こ

の
語

に
含

ま

れ

る

と
解

釈

す

る

の
が

自

然

で
あ

る
。

鷲

①
ω
①
暮

p
江
○
昌
の

こ

こ

で

の
意

味

は
、

い

う

ま

で
も

な

く

公

開
、

披

露

な

ど

「
人

に
見

せ

る

こ

と

」

で
あ

る

。

鷲

①
ω
①暮

鋤
江
8

を

整

備

と

訳

し

た

こ
と

に

よ

っ
て
、

条

約

が
世

界

遺

産

の
目

的

と

し

て
掲

げ

た

「
公

開

」

の
明
確

な

意

志

が
欠

如

し

、

代

わ

り

に
世

界
遺

産

に
手

を
加

え

て
、

何

か

を

「
新

た

に
作

る

」

意

志

が

明
示

さ

れ

た
。

基

本

的

に
現

在

あ

る
も

の
を

後
世

に
残

す

こ
と

を

目
的

と

し

た
世

界

遺

産

の
、

現

状

を

変
更

す

る

こ
と

を

是

と

す

る
見
解
が
明
示
的
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

勘
ぐ
れ
ば
、
通
常

「保
全
」
と
訳
さ
れ
る
。o
霧
霞
く
p
江
0
5

を
、
あ
え
て
直
前

の

「保
護
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ

「保
存
」

と
訳
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
の
布
石
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
ゆ
が
め
ら
れ
た
翻
訳
が
な
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
上
記
の
よ
う
な
資
料
が
残

っ
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
て
も
、

こ
れ
が
意
志
を
持

っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

外
務
省

の
回
答
に
よ
れ
ば
、
訳
語
の
決
定
に
は
、
関
係

省
庁
の
代
表
者
を
集
め
た
委
員
会
が
あ
た

っ
た
そ
う
で
あ

る
。
当
然
、
環
境
庁

(当
時
)
、
文
化
庁
、
林
野
庁
が
参

加
し
て
い
た
。
外
務
省
の
翻
訳
官
は
、
自
然
や
文
物
の
保

護
や
管
理
の
専
門
家
で
は
な
い
か
ら
、
鷲
①。・Φ暮
象
一〇
5
は

当
初

「
公
開
」
(
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
)
と
訳

さ
れ
た
だ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
こ
れ
を

「
整
備
」
と
し
た
の
は
、
自
然

遺
産
の
主
務
官
庁
で
あ
る
環
境
庁

(省
)
と
、
文
化
遺
産

の
主
務
官
庁
で
あ
る
文
化
庁
、
そ
れ
に
自
然
遺
産
の
地
主

と
し
て
大
き
な
権
限
を
持

っ
て
い
る
林
野
庁
の
意
志

で
あ

る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
。

翻
訳
の
際
、
訳
語
を
決
定
す
る
官
僚
た
ち
に
、
世
界
遺

産
に

「手
を
加
え
る
こ
と
」
が
原
文
に
明
示
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
の
強
い
危
機
感
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

「
公
開
」
を
犠
牲

に
し
、
き
わ
め
て
無
理
な
理
由

の
下

に

「
整
備
」
と
差
し
替
え
た
の
で
あ
る
。

関
係
者
に
と

っ
て
は
、
世
界
遺
産
を

「人
に
見
て
も
ら

う
」
こ
と
よ
り
も
、
「
い
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」

こ
と
の

方
が
大
事
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

管
轄
下
に
あ
る
も
の
を
わ
た
く
し
の
物
の
ご
と
く
考
え
、

手
を
加
え
て
業
績
を
上
げ
る
こ
と
を
望
み
が
ち
な
官
僚
の

通
弊
が
現
れ
て
い
る
と
い
っ
た
ら
間
違

っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。

過
剰
管
理

「具
体
的
に
は
、
建
築
物
、
遺
跡
等
に
つ
い
て
の
標
識
、

説
明
板
等
の
施
設
の
設
置
、
自
然
保
護
区
内
に
お
け
る
展

望
施
設
、
案
内
所
等
の
設
置
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
」
先
ほ
ど
の
、
環
境
庁
か
ら
の
回
答
の
後
半
部

で
あ
る
。

い
か
に
も
官
僚

の
作
り
そ
う
な
文
だ
が
、

「等
」
が
二

様

に
使
わ
れ
て
い
る
。
ひ
と

つ
は

「建
築
物
、
遺
跡
等
」

「展
望
施
設
、
案
内
所
等
」

つ
ま
り
物

に
つ
い
て
、

ひ
と

つ
は

「
設
置
等
」

つ
ま
り
行
為
に
つ
い
て
で
あ
る
。
物
に

も
、
行
為

に
も

「
等
」

で
幅
を
も
た
せ
れ
ば
、
世
界
遺
産

に
対
し
て
ど
ん
な
こ
と
で
も
で
き
る
こ
と
に
な
る
で
は
な

い
か
。
物
と
し
て
、
道
で
も
建
物

で
も
作
れ
る
し
、
行
為

と
し
て
施
設
の
改
修
で
も
、
樹
木

の
伐
採
で
も
で
き
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

条
約
に
明
示
さ
れ
て
い
る

「公
開
」
の
目
的
の
た
め
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
や
道
路
を

「
整
備
」
し
、
安
全
を

確
保
す
る
た
め
の
手
だ
て
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
当
然
で
あ
る
。
で
も
そ
れ
を
、
公
開
や
保
全
と
関
係
な

く
官
僚
の
業
績
作
り
や
予
算
獲
得

の
た
め
に
行
な
う
こ
と

が
可
能
だ
と
し
た
ら
問
題
で
あ
る
。

世
界
遺
産
を
は
じ
め
保
護
地
域

の
管
理
に
は
、
入
域
を

制
限
す
る
と
い

っ
た
、
い
わ
ば

「手
を

つ
け
な
い
」
方
策

と
、
施
設
整
備
な
ど

「手
を

つ
け
る
」
方
策
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
う
ち
、
「手
を

つ
け
る
」
管
理
が
、
往
々
に
し
て

や
り
す
ぎ
に
な
る
。
そ
れ
が
、

「
等
」
に
よ
っ
て
拡
大
解

釈
さ
れ
、
直
接
公
開
と
は
関
係
な
い
と
こ
ろ
で
過
度
に
行

な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
の
危
惧
が
現
実
に
な

っ
た
例
を
白
神
山
地
で
示
そ
う
。

白
神
世
界
遺
産
地
域
の
北
部
、
緩
衝
地
域
の
外
縁
に
沿
っ

て

「白
神
山
地
自
然
観
察
歩
道
」
と
い
う
登
山
道
が
も
う

け
ら
れ
て
い
る
。
観
察
歩
道
は
ほ
か
に
も
あ
る
の
で
、
通
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常
こ
こ
は
途
中
に
あ
る
ピ
ー
ク
の
名
を
と

っ
て
、
「
高
倉

コ
ー
ス
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

延
長
約
五

・
五
㎞
、
高
低
差
四
〇
〇

m
、
四
時
間
の
コ
ー

ス
で
、
自
然
林
か
ら
二
次
林
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ

プ
の
ブ
ナ
林
や
ミ
ズ
ナ
ラ
林
、
谷
頭
の
サ
ワ
グ
ル
ミ
林
、

尾
根
の
上
の
キ
タ
ゴ

ヨ
ウ
、
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
の
大
径
木
、

雪
崩
斜
面
や
地
す
べ
り
地
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

見
学
に
も
、

ハ
イ
キ

ン
グ
に
も
適
し
た
優
れ
た

コ
ー
ス

で
あ
る
。
白
神
山
地
が
世
界
遺
産
に
な

っ
た
の
を
期
し
て
、

新
た
に

「整
備
」
さ
れ
た
。

二
〇
〇

一
年
に
、
こ
の
コ
ー
ス
で
木
が
倒
れ
、
道
が
ふ

さ
が
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
倒
木
の
除
去
と
同
時
に
、

コ
ー
ス
に
沿

っ
た
枯
れ
木
の
伐
採
が
行
な
わ
れ
た
。

伐
採
は
森
林
管
理
署
の
事
業
と
し
て
、
署
員
が
行
な

っ

た
。
目
的
は
、
「
歩
道
の
管
理

(歩
行
者
の
安
全
確
保
)」

で
あ
る

(津
軽
森
林
管
理
署
の
話
)。

伐
採
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
高
倉

コ
ー
ス
の
う
ち
、
三

㎞
強

に
わ
た
る
部
分
で
、
三
三
本
の
木
が
倒
さ
れ
た
。
お

お
む
ね
切
り
株
の
切
り
口
の
直
径
三
〇
～
四
〇

㎝
で
あ
る

が
、
長
径
が

=

○

㎝
を
超
え
る
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
切
り
株
の
状
況
か
ら
見
て
、
切
り

倒
し
て
お
か
な
い
と
あ
き
ら
か
に
倒
れ
る
危
険
が
あ

っ
た

と
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
は
切
り
株

や
放
置
さ
れ
た
幹
の
材
が
ま
だ
堅
牢
で
腐
朽
し
て
お
ら
ず
、

す
ぐ
に
倒
れ
る
危
険
が
あ

っ
た
と
は
思
え
な

い
。
そ
の
よ

う
な
木
を
三
三
本
も
伐
採
し
た
の
は
、
あ
き
ら
か
に
過
剰

で
あ
る
。

「
観
察
歩
道
」

で
倒
木
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
た
ら
、

管
理
者
の
鍛
疵
責
任
が
問
わ
れ
る
。
そ
れ
を
回
避
す
る
た

め
に
は
、
考
え
う
る
限
り
の
安
全
策
を
と
る
べ
き
で
、
多

少
と
も
危
険
な
枯
れ
木
は
す

べ
て
あ
ら
か
じ
め
倒
し
て
お

く
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
、

こ
の
処
置
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
案
内
図
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る

「観
察
歩

道
」
は
、
世
界
遺
産

に
付
随
し
た

「施
設
」
の
ひ
と

つ
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
危

険
な
状
態
の
ま
ま
放
置
す
る
の
は
無
責
任
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
は

「観
察
」
歩
道
で
あ
る
。
観
察
の
対

象
が
自
然
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
自
然
に
は
枯
れ

木
も
倒
木
も
あ
る
。
枯
れ
木
に
さ
ま
ざ
ま
の
キ
ノ
コ
が
つ

き
、
虫
や
鳥
が
穴
を
あ
け
、
腐
朽
し
て
倒
れ
、

つ
い
に
は

分
解
し
て
い
く
。

こ
れ
は
と
て
も
大
切
な
観
察
事
項
で
あ

る
。
通
行
者
の
安
全
を
言
う
あ
ま
り
、
と
い
う
よ
り
責
任

の
回
避
を
先
行
さ
せ
る
あ
ま
り
と
言

っ
た
方
が
い
い
だ
ろ

う
、
観
察
す
る
べ
き
自
然
を
損
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
の

も
、
か
な
り
無
責
任
な
話
で
は
な
い
か
。

自
然
保
護
地
域

の
施
設
の
管
理
に
は
、
自
然
で
あ
る
こ

と
を
最
重
要
視
す
る
ス
タ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
森
林
管
理
署
が
管
理
者
だ
と

言
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
現
在
、
林
野
行
政
は
森
林

生
態
系

の
保
護
を
も
目
的
に
し
て
い
る
け
れ
ど
、
従
来
の

目
的
は
よ
り
よ
い
森
林
を
人
工
的
に
作
り
、
経
済
性
の
高

い
木
材
を
供
給
す
る
こ
と
だ

っ
た
。

つ
ま
り
、
基
本
的
に
、

自
然
を
改
変
す
る
こ
と
が
善
、
自
然
を
自
然
の
ま
ま
に
放

置
す
る
こ
と
は
怠
慢
と
い
う
体
質
だ

っ
た
。

こ
の
体
質
は
、
す
ぐ
に
は
抜
き
が
た
い
。
少
し
で
も
手

を
加
え
て

「良
く
」
し
た
い
。
そ
れ
が
計
画
と
行
動
の
基

礎
に
な
る
。

上
記
の
伐
採
が
行
な
わ
れ
た
歩
道
に
沿

っ
て
、

一
昨
年

は
、
ブ
ナ
の
木

に
か
ら
ま
る
ツ
ル
ア
ジ
サ
イ
の
つ
る
が
軒

並
み
切
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。
切

っ
た

つ
る
が

再
生
し
な
い
た
め
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
、
ご
丁
寧
に
ニ

ケ
所
切

っ
て
つ
る
が
接
触
し
な
い
よ
う
に
し
て
あ
る
と
こ

ろ
も
多

い
。
切
り
口
は
鋭
く
、
た
だ
者
で
は
な
い
。

一
見

し
て
林
野
関
係
者
で
あ
る
。

造
林
に
つ
る
植
物
は
有
害
で
あ
る
。
山
を
見
回
る
と
き
、

つ
る
を
見

つ
け
次
第
錠
で
切
る
の
が
勤
勉
な
造
林
家
で
あ

る
っ
観
察
歩
道
の
管
理
の
た
め
に
歩
い
て
い
て
、

つ
い
造

林
地
を
見
回
る
と
き
の
習
慣
が
で
て
し
ま

っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

自
己
責
任
の
確
立
を

歩
道
に
沿

っ
た
枯
れ
木
を
す
べ
て
伐
採
し
、

つ
る
退
治

を
す
る
。
こ
れ
は
造
林
地
を
管
理
す
る
者
の
姿
勢
で
あ
っ

て
、
自
然
保
護
地
区
を
管
理
す
る
者
の
姿
勢
で
は
な
い
。

自
然
を
観
察
す
る
と
は
何
か
、
自
然
と
は
ど
ん
な
も
の
か

が
解

っ
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
保
護
地
域
の
本
質
に
無
理
解
な
者

が
、
条
約
の
条
文
を
大
義
名
分
と
し
て
、
「
整
備
」
を
主

張
し
始
め
た
ら
世
界
遺
産
な
ど
あ
っ
た
物
で
は
な
い
。

そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
世
界
遺
産
の
管
理
運
営

に
、

官
僚
だ
け
で
な
く
市
民
の
声
も
十
全
に
反
映
さ
せ
る
機
構

が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
白
神
世
界
遺
産
地
域
の
場
合
、

残
念
な
が
ら
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
と
し

て
も
、
「
整
備
」

の
目
的
が
安
全
の
確
保
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
き
、
現
状
で

は
そ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

そ
れ
は
、
日
本
で
は

.o
口
図
o
霞

o
竃
口
憎一。。閃
.

(危

険
自
己
責
任
)
の
思
想
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
と
が

起
こ
る
と
す
べ
て
管
理
者
や
主
催
者
の
責
任
と
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

山
で
は
弁
当
と
ケ
ガ
は
自
分
持
ち
と
い
う
。
山
の
道
は

滑
る
。
滑
れ
ば
ケ
ガ
を
し
、
運
が
悪
け
れ
ば
命
を
失
う
。

山
の
み
な
ら
ず
自
然
は
そ
う
い
う
物
で
あ
る
。
こ
と
に
、

知
床
半
島
の
ヒ
グ

マ
、
将
来
世
界
遺
産
に
な
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
沖
縄
の
本
部
の
ハ
ブ
に
は
、
そ
の
危
険
が
十
分

に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
危
険
を
避
け
る
た
め
の
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「整
備
」
は
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
特

に
危
険
だ
と

考
え
ら
れ
た
ら
、
そ
の
場
所
や
時
期
は
入
域

を
制
限
す
る

べ
き
だ
し
、
入
域
が
許
さ
れ
た
場
所
や
時
期

で
も
、
危
険

は
自
己
の
責
任
で
負
う
べ
き
で
あ
る
。

世
界
自
然
遺
産
は
、
原
生
自
然
環
境
保
全

地
域

の
よ
う

に
厳
密
な
保
護
を
目
的
と
し
た
地
域
と
、
自

然
公
園
の
よ

う
に
む
し
ろ
啓
蒙
を
主
体
と
し
た
地
域
の
中

間
の
性
格
も

つ
と
考
え
ら
れ
る
。

世
界
遺
産
は
、
保
護
し
、
次
の
世
代
に
伝

え
、
そ
し
て

「公
開
」
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
た
と

え
ば
、
こ
と
に
人
が
多
く
通
る
観
察
道
に
沿

っ
て
枯
れ
木

の
伐
採
が
必
要
な
場
合
で
も
、
特
に
危
険
な
物
を
選
ん
で

取
り
除
く
、
あ
る
い
は
幹
は
残
し
て
、
落
ち
そ
う
な
枝
だ

け
を
取
り
除
く
と
い
う
よ
う
な
、
配
慮
あ
る
管
理
が
必
要

で
あ
る
と
と
も
に
、
万

一
の
事
故
は
、
入
域
者
自
ら
の
責

任
で
あ
る
と
い
う
思
想

の
確
立
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

屋
久
島
や
白
神
山
地
と
は
別
の
危
険
が
想
定
さ
れ
る
知

床
半
島

の
世
界
遺
産
登
録

に
際
し
て
、

こ
の
よ
う
な
新
し

い
管
理
体
制
が
指
向
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
も

の
で
あ
る
。
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