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─
自
然
保
護
運
動
史
叙
述
へ
の
一
手
法
と
し
て
─

森　
　

涼　

子

は
じ
め
に

　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
環
境
保
護
に
関
す
る
国
際
的
討
論
の
場
に
お
い
て
中
心
的
な
存
在
で
あ
り
︑
こ
の
国
の
環
境
政
策
は
我
が
国
で
も
注

目
を
集
め
て
い
る
︒
こ
う
し
た
先
駆
的
立
場
へ
と
導
い
た
の
は
︑
一
九
六
〇
年
代
末
よ
り
活
発
に
な
る
市
民
運
動
の
力
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
市

民
た
ち
を
基
盤
と
し
て
一
九
八
〇
年
に
結
党
さ
れ
た
緑
の
党
が
︑
連
邦
議
会
に
お
い
て
も
︑
地
方
自
治
体
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を

も
っ
て
い
る
︒
ド
イ
ツ
で
は
︑
自
然
・
環
境
保
護
運
動
自
体
は
︑
他
国
と
比
し
て
大
き
な
成
果
を
収
め
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
運
動
に
関
す
る

歴
史
学
研
究
は
他
国
と
比
較
す
る
と
開
始
が
遅
か
っ
た
︒
ド
イ
ツ
の
自
然
・
環
境
保
護
活
動
家
た
ち
の
あ
い
だ
で
︑
自
分
た
ち
は
全
く
新
し
い

社
会
運
動
で
あ
り
︑
ゼ
ロ
よ
り
出
発
し
た
の
だ
と
い
う
自
負
が
強
く
︑︽
運
動
の
歴
史
︾
と
い
う
意
識
に
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒﹁
非
歴
史

性
﹂
が
ド
イ
ツ
自
然
・
環
境
保
護
運
動
の
特
徴
で
あ
っ
た
（
１
）︒

そ
の
主
要
な
原
因
は
︑
ナ
チ
ス
政
府
が
動
植
物
︑
お
よ
び
自
然
保
護
に
関
す
る

様
々
な
法
律
を
制
定
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
︑
自
然
・
環
境
保
護
運
動
の
歴
史
に
関
す
る
精
力
的
な
研

究
が
積
み
重
ね
ら
れ
︑
今
日
で
は
研
究
ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
︒
筆
者
は
︑
先
に
発
表
し
た
研
究
動
向
に
関
す
る
論
文
に
お

い
て
︑
初
期
自
然
保
護
運
動
︑
ナ
チ
ス
自
然
保
護
法
の
解
釈
︑
現
代
環
境
運
動
の
成
立
の
三
つ
の
対
象
に
研
究
者
た
ち
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
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る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
い
ず
れ
の
対
象
領
域
に
お
い
て
も
︑
本
質
的
に
同
じ
問
題
意
識
︑
す
な
わ
ち
︑
現
代
環
境
運
動
の
ル
ー
ツ
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
︑
そ
の
ル
ー
ツ
と
ど
こ
で
連
続
し
て
お
り
︑
ど
こ
で
断
絶
し
て
い
る
の
か
︑
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
２
）︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
は
︑
運
動
実
態
の
再
構
成
︑
運
動
の
社
会
・
政
治
的
立
場
の
解
明
に
重
点
が
お
か
れ
︑
運
動
を
担
っ
て
い
た
人
々
の
自
然
観
に
つ
い
て

は
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
﹁
自
然
保
護
に
は
歴
史
が
あ
る
（
３
）﹂

と
謳
い
つ
つ
も
︑
研
究
対
象
は
既
述
の
三
時
期
の
い
ず
れ
か
ひ
と
つ

に
限
定
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
通
史
は
未
だ
発
表
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
本
稿
は
︑
自
然
観
の
中
核
と

も
い
え
る
︽
森
林
観
︾
に
焦
点
を
あ
て
て
︑
森
林
に
ま
つ
わ
る
文
化
︑
森
林
へ
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の
歴
史
を
辿
る
︒
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
︑

未
だ
通
史
叙
述
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
ナ
チ
ス
の
森
林
政
策
が
︑
自
然
保
護
の
歴
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
検
討
す
る
︒
そ

し
て
さ
ら
に
︑︽
森
林
観
︾
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
現
代
環
境
運
動
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
の
か
を
考
察
し
︑
自
然
保
護
運
動
史
を

長
期
的
に
叙
述
す
る
た
め
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
た
い
︒

一
．
帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法

　

ナ
チ
ス
政
府
は
︑
一
九
三
三
年
一
月
に
政
権
を
獲
得
し
て
か
ら
三
カ
月
後
の
四
月
に
は
︑
動
物
屠
殺
法
を
発
布
︑
翌
五
月
に
は
動
物
虐
待
禁

止
法
を
改
正
︑
一
一
月
に
は
帝
国
動
物
保
護
法
を
成
立
さ
せ
︑
動
物
を
不
必
要
に
苦
し
め
る
こ
と
を
禁
止
し
た
︒
一
九
三
四
年
一
月
に
な
る
と

帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
（R

eichsw
aldverw

üstungsgesetz

）︑
同
年
一
二
月
に
は
森
林
種
目
保
全
法
（W

ald-A
rtgesetz

）
が
公
布
さ
れ
︑
一
九

三
五
年
六
月
に
は
︑
帝
国
自
然
保
護
法
が
可
決
さ
れ
︑
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
自
然
保
護
が
法
令
化
さ
れ
た
︒
こ
う
し
た
自
然
保
護
に
か
か
わ
る
諸

法
律
が
︑
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
政
権
獲
得
直
後
に
矢
継
ぎ
早
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
︑
一
見
奇
異
の
念
を
抱
か
せ
る
（
４
）︒

　

帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
に
関
し
て
も
︑
第
一
草
稿
は
す
で
に
一
九
三
三
年
の
九
月
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
︒
同
法
の
公
布
か
ら
半
年
後
の

一
九
三
四
年
七
月
に
は
︑
帝
国
森
林
局
が
設
置
さ
れ
︑﹁
帝
国
森
林
マ
イ
ス
タ
ー
﹂
と
な
っ
た
ゲ
ー
リ
ン
グ
（H

erm
ann G

öring 

一
八
九
三
─
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一
九
四
六
）
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
︒
こ
の
法
律
は
︑
広
域
に
お
け
る
森
の
保
全
を
定
め
た
も
の
で
︑
若
い
樹
木
を
保
護
し
︑
針
葉
樹
林
の
濫

伐
を
禁
止
︑
様
々
な
樹
木
種
を
混
合
し
て
植
樹
す
る
よ
う
命
じ
︑
さ
ら
に
森
全
面
積
の
二
・
五
％
以
上
を
伐
採
す
る
こ
と
を
禁
止
し
︑
植
樹
と

皆
伐
を
繰
り
返
す
と
い
う
︑
そ
れ
ま
で
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
生
産
性
重
視
の
森
林
経
営
を
否
定
し
た
︒
ま
た
樹
齢
五
〇
年
以
下
の
若
木
は

伐
採
し
て
は
な
ら
な
い
︑
最
古
・
最
大
の
樹
木
を
伐
採
し
て
は
な
ら
な
い
︑
伐
採
に
際
し
て
は
︑
個
々
の
樹
木
を
選
別
し
︑
良
い
木
は
残
し
︑

悪
い
木
を
伐
採
す
る
よ
う
︑
ま
た
三
年
ご
と
に
伐
採
の
改
良
を
行
う
よ
う
定
め
た
︒
こ
の
法
律
は
国
有
林
だ
け
で
な
く
︑
私
有
林
に
も
適
用
さ

れ
︑
帝
国
全
土
の
営
林
指
針
と
な
る
（
５
）︒

こ
の
法
律
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
の
が
︑﹁
恒
続
林D

auerw
ald

﹂
理
念
で
あ
っ
た
︒﹁D

auer

﹂
と
は

﹁
持
続
・
永
続
﹂
を
意
味
し
︑
森
は
持
続
的
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒

　

持
続
的
で
︑
生
物
多
様
性
に
富
ん
だ
森
林
経
営
と
い
う
理
念
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
営
林
原
則
に
合
致
す
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
︒
カ
ナ
ダ

人
研
究
者
イ
モ
ー
ト
（M

ichael Im
ort

）
は
︑
ナ
チ
ス
政
府
の
恒
続
林
条
例
は
︑﹁
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
エ
コ
の
遺
産
で
あ
る
﹂
と
評
し
て
い
る
︒

事
実
︑
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
林
業
家
た
ち
は
︑
帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
の
時
代
を
︑
ド
イ
ツ
森
林
経
営
の
全
盛
期
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
う
（
６
）︒

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
︑
恒
久
的
に
続
い
て
い
く
総
体
と
し
て
の
﹁
恒
続
林
﹂
は
︑
永
遠
な
る
民
族
共
同
体
の
暗
喩
と
な
り
︑
条
項
の
中
に

は
︑
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
連
想
さ
せ
る
要
素
を
も
含
ん
で
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
認
可
さ
れ
た
樹
木
種
の
み
播
種
で
き
る
と
す
る
森
林
種

目
保
全
法
（
一
九
三
四
年
一
二
月
）︑
ま
た
帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
の
﹁
良
い
樹
木
は
残
し
︑
劣
っ
た
樹
木
を
伐
採
す
る
﹂
と
い
う
条
項
は
︑

ア
ー
リ
ア
人
の
み
が
﹁
生
物
学
的
﹂
に
優
秀
な
人
種
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
の
人
種
は
生
き
る
に
値
し
な
い
と
い
う
論
法
へ
と
帰
結
す
る
可
能
性

を
伴
う
も
の
で
あ
り
︑
ナ
チ
ズ
ム
の
理
念
に
そ
ぐ
わ
な
い
者
は
除
去
す
べ
き
だ
︑
と
い
う
人
種
主
義
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
も
解
釈
さ
れ
る
︒
個
々

の
樹
木
は
伐
採
さ
れ
て
も
全
体
と
し
て
の
森
は
恒
久
で
あ
る
と
同
様
に
︑
個
々
の
人
間
が
欠
け
た
と
し
て
も
︑
全
体
と
し
て
の
民
族
共
同
体

（V
olk

）
は
永
遠
な
の
で
あ
る
︒
森
が
︑
土
着
の
（bodenständig =

 

土
地
に
根
差
し
た
）
種
か
ら
な
る
恒
常
的
総
体
で
あ
る
よ
う
に
︑
民
族
共

同
体
も
ま
た
︑
純
血
な
人
種
か
ら
な
る
永
遠
の
集
合
体
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
共
同
体
の
永
続
性
は
︑
個
人
が
全
体
に
対
し
て
完
全
な
る
服
従
と

奉
仕
と
を
為
す
こ
と
に
よ
り
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
７
）︑
個
人
が
共
同
体
よ
り
優
先
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
８
）︒
ナ
チ
ス
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政
府
は
こ
の
森
理
念
を
広
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
教
化
を
め
ざ
し
た
︒
一
九
三
六
年
の
中
等
教
育
用
教
科
書
に
は
︑﹁
森
は
︑
不
適
切
な
樹

木
の
除
去
と
︑
よ
り
強
く
︑
よ
り
健
康
な
樹
木
の
保
存
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
︒﹇
︙
﹈
森
は
我
々
に
︑
す
な
わ
ち
民
族
と
人
種
と
に
自
覚
あ

る
こ
の
国
民
社
会
主
義
国
家
に
︑
根
本
的
な
法
と
は
何
か
を
教
え
て
く
れ
る
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
（
９
）︒

　

こ
の
﹁
恒
続
林
﹂
理
念
は
︑
ナ
チ
ス
政
府
が
初
め
て
思
い
つ
い
た
も
の
で
は
な
く
︑
す
で
に
世
紀
転
換
期
頃
よ
り
盛
ん
に
語
ら
れ
て
い
た
︒

︽
森
︾
と
︽
民
族
︾
を
結
び
付
け
る
思
想
の
歴
史
は
更
に
長
く
︑
ド
イ
ツ
文
化
の
な
か
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
る
︒
ナ
チ
ス
が
︽
森
＝
民

族
︾
の
比
喩
を
つ
か
っ
た
の
は
︑
あ
る
い
は
使
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
そ
れ
が
民
衆
に
馴
染
み
の
あ
る
考
え
方
だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒

二
．
恒
久
な
る
森

（
一
）「
木
材
難
」
か
ら
森
林
「
保
護
」
へ

　

帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
︑
調
和
の
と
れ
た
生
態
系
と
し
て
の
森
︑
理
想
的
森
の
あ
り
方
と
し
て
の
﹁
恒
続
林
﹂
理
念

は
︑
以
下
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
成
立
し
て
き
た
︒
一
六
世
紀
よ
り
﹁
木
材
が
足
り
な
い
﹂
と
至
る
所
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
こ
う
し
た

不
満
の
声
は
︑
一
八
世
紀
後
半
に
頂
点
に
達
し
た
︒
人
口
増
加
︑
木
材
を
使
用
す
る
産
業
の
発
展
（
製
塩
業
︑
鉱
業
な
ど
）
に
よ
り
︑
木
材
需

要
が
爆
発
的
に
増
加
し
︑
木
材
取
引
業
が
急
速
に
発
展
し
た
こ
と
が
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
︒
こ
の
﹁
木
材
難H

olznot

﹂
は
︑
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ラ

ト
ゥ
カ
ウ
（Joachim

 R
adkau

）
に
よ
れ
ば
︑
一
八
世
紀
末
に
は
文
芸
的
﹁
流
行
概
念
﹂
に
ま
で
な
っ
た）（（
（

︒
し
か
し
︑
本
当
に
木
材
は
不
足
し

て
い
た
の
か
︒﹁
木
材
が
足
り
な
い
﹂﹁
い
ま
に
︑
木
材
不
足
に
陥
る
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
危
機
感
を
伝
え
る
史
料
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
︑
森
林

史
・
林
業
史
研
究
の
中
心
論
点
と
な
っ
て
お
り
︑
未
だ
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
︒
林
業
史
・
経
済
史
研
究
者
の
大
半
は
︑
こ
う
し
た
不
満
の
声

を
︑
一
八
世
紀
に
森
が
荒
廃
し
て
い
た
こ
と
︑
危
機
的
木
材
不
足
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る）（（
（

︒
こ
れ
に
対
し
て
ラ

ト
ゥ
カ
ウ
は
︑﹁
木
材
不
足
﹂
な
ど
と
い
う
も
の
は
当
時
存
在
し
な
か
っ
た
︑
権
力
者
が
森
支
配
権
拡
大
を
正
当
化
す
る
た
め
の
︑
あ
る
い
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は
︑
産
業
経
営
者
が
自
分
た
ち
と
競
合
す
る
よ
う
な
事
業
を
地
元
民
に
さ
せ
な
い
た
め
の
口
実
だ
っ
た
︑
と
解
釈
し
て
い
る
︒
フ
ォ
ン
・
ベ
ロ

ウ
（Stefan von B

elow

）
と
ブ
ラ
イ
ト
（Stefan B

reit

）
も
同
様
に
︑
木
材
不
足
を
訴
え
る
声
は
貧
し
い
住
民
層
か
ら
は
出
て
き
て
い
な
い
こ

と
を
指
摘
し
︑
木
材
が
足
り
な
い
と
感
じ
て
い
た
の
は
︑
産
業
振
興
の
た
め
に
多
量
の
木
材
を
必
要
と
し
て
い
た
領
主
た
ち
で
あ
り
︑﹁
木
材

難
﹂
は
為
政
者
の
問
題
だ
っ
た
の
だ
︑
と
論
じ
て
い
る）（（
（

︒

　

こ
の
﹁
木
材
難
﹂
言
説
は
︑﹁
森
林
保
護
﹂
の
始
ま
り
と
も
い
え
る
︒
木
材
を
利
用
す
る
事
業
者
た
ち
に
と
っ
て
︑
農
民
が
日
々
の
生
活
の

た
め
に
森
林
に
立
ち
入
る
こ
と
は
︑
嫌
悪
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
︒
彼
ら
は
︑
農
民
が
森
林
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
﹁
森
の
壊
滅
的
荒

廃
﹂
が
も
た
ら
さ
れ
る
︑
そ
れ
故
森
林
を
護
る
た
め
に
は
︑
農
民
に
森
林
利
用
を
止
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
主
張
し
た
︒
例
え
ば
︑

一
八
七
二
年
出
版
の
﹃
森
林
所
有
史
﹄
の
中
で
ベ
ル
ン
ハ
ー
ト
（A

ugust B
ernhardt 

一
八
三
一
─
一
八
七
九
）
は
︑農
民
の
森
林
利
用
を
﹁
略

奪
経
済
﹂
と
非
難
し
て
い
る）（（
（

︒
そ
の
た
め
に
︑
領
邦
君
主
は
﹁
非
合
理
的
で
︑
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
﹂
森
林
利
用
を
止
め
さ
せ
︑
領
邦
の
父

と
し
て
森
林
を
保
護
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
︒
ス
イ
ス
の
歴
史
家
ホ
イ
ス
ラ
ー
（Fritz H

äusler

）
は
︑
当
局
が
農
民
の
森
林
利
用
を
制
限
あ

る
い
は
禁
止
し
て
い
っ
た
の
は
︑
農
民
に
は
目
先
の
必
要
性
し
か
眼
中
に
な
く
︑
森
林
荒
廃
が
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
か
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
た
め
で
︑
当
局
の
規
制
は
︑
森
林
の
未
来
を
顧
み
て
の
保
護
対
策
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る）（（
（

︒

　

木
材
を
燃
料
と
す
る
産
業
の
拡
大
に
伴
い
︑
木
材
は
商
品
と
な
り
︑
木
材
価
格
は
上
昇
し
て
い
っ
た）（（
（

︒
こ
の
需
要
増
加
に
応
じ
る
た
め
︑
一

八
〇
〇
年
頃
よ
り
︑
ド
イ
ツ
各
地
で
植
林
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

︒
木
材
の
︽
生
産
︾
効
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
︑
成
長
の
早
い
単

一
の
樹
木
種
を
︑
樹
木
が
す
べ
て
均
一
に
成
長
す
る
よ
う
︑
同
間
隔
で
整
然
と
並
べ
て
撒
種
し
︑
成
長
す
る
と
︑
全
て
を
伐
採
し
︑
伐
採
し
た

後
の
土
地
に
︑
ま
た
植
林
し
て
い
く
と
い
う
﹁
科
学
的
︑
合
理
的
森
林
経
営
﹂
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
一
斉
撒
種
と
皆
伐
を
繰
り
返
す
営
林
が
慣

習
化
し
︑
同
樹
木
種
︑
同
樹
齢
の
木
が
立
ち
並
ぶ
森
林
区
画
が
出
来
上
が
り
︑
樹
齢
二
〇
年
の
区
画
の
隣
に
樹
齢
五
〇
年
の
区
画
が
な
ら
ぶ
︑

と
い
う
形
の
森
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
︒
森
は
︑
い
わ
ば
﹁
木
材
畑H

olzacker
﹂
と
な
り
︑
こ
う
し
た
人
工
林
の
面
積
は
︑
一
九
世
紀
を

通
じ
て
拡
大
し
て
い
っ
た）（（
（

︒
こ
の
よ
う
な
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
欠
点
が
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
土
壌
を
疲
弊
さ
せ
る
と
と
も
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に
︑
樹
木
は
脆
弱
に
な
り
︑
害
虫
被
害
を
受
け
や
す
く
︑
ま
た
褐
色
腐
食
が
お
こ
り
や
す
く
な
る
︒
そ
し
て
︑
嵐
︑
霜
な
ど
の
悪
天
候
の
際
︑

倒
れ
や
す
く
な
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
営
林
の
問
題
点
を
学
問
的
観
点
か
ら
批
判
す
る
声
が
︑
一
九
世
紀
中
頃
︑
林
学
者
の
中

か
ら
起
こ
っ
て
来
る
︒
例
え
ば
︑
ケ
ー
ニ
ヒ
（G

ottlob K
önig 

一
七
七
九-

一
八
四
八
）︑
ロ
ス
メ
ス
ラ
ー
（E

m
il A

dolf R
oßm

äßler 

一
八
〇

六
─
一
八
六
七
）︑
ガ
イ
ヤ
ー
（K

arl G
ayer

一
八
二
二
─
一
九
〇
七
）
等
は
︑
従
来
の
自
然
な
森
︑
さ
ま
ざ
ま
種
目
の
木
が
立
ち
並
び
︑
さ

ま
ざ
ま
樹
齢
の
木
が
混
ざ
り
合
う
﹁
混
合
林M

ischw
ald

﹂
の
重
要
性
を
強
調
し
︑
植
林
と
皆
伐
と
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
︑
持
続
的
で
変

わ
る
こ
と
の
な
い
自
生
的
な
森
へ
と
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た）（（
（

︒

（
二
）
森
へ
の
憧
れ

　

森
が
﹁
木
材
畑
﹂
と
化
し
て
い
く
そ
の
同
じ
時
期
に
︑
そ
れ
と
は
対
照
的
な
︑
森
と
の
情
緒
的
な
結
び
つ
き
を
求
め
る
動
き
が
起
こ
る
︒
植

林
に
よ
る
木
材
生
産
は
産
業
発
展
の
故
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
に
伴
う
都
市
化
の
進
行
に
よ
っ
て
都
市
に
お
け
る
木
材
需
要
が
増
加
し
た
た
め
で

も
あ
っ
た
が
︑
そ
の
大
都
市
の
住
民
の
な
か
か
ら
︑
森
へ
の
憧
憬
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
自
分
自
身
は
大
都
市
に
居
住
し
て
い
る
教
養

市
民
の
あ
い
だ
で
︑
自
ら
の
住
む
都
会
を
厭
い
︑
都
市
の
外
の
︽
田
園
︾
を
美
化
す
る
動
き
が
起
こ
っ
た
︒
彼
ら
に
と
っ
て
︽
自
然
︾
は
︽
都

市
︾
の
対
抗
物
︑
都
市
は
︽
人
工
的
な
る
も
の
︾︽
非
自
然
的
な
る
も
の
︾
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
自
然
は
紛
争
の
な
い
﹁
調
和
に
満
ち
た
﹂

場
所
な
の
で
あ
っ
た）（（
（

︒
急
速
に
進
展
す
る
近
代
化
に
反
感
を
抱
く
教
養
市
民
た
ち
は
︑
こ
の
﹁
森
の
本
質
﹂
こ
そ
が
︑
工
業
︑
大
都
市
︑
資
本

主
義
の
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
︑︽
森
︾
と
心
情
的
に
同
一
化
す
る
こ
と
を
希
求
し
た
︒
こ
こ
か
ら
﹁
ド
イ
ツ
の
森
の
神
話
）
（（
（

﹂
も
ま

た
生
ま
れ
る
︒

　

都
市
教
養
市
民
た
ち
の
心
情
的
森
林
憧
憬
を
︑︽
森
︾
理
論
へ
と
発
展
さ
せ
た
の
は
︑
同
じ
く
都
市
教
養
市
民
層
出
身
の
林
学
専
門
家
た
ち

で
あ
っ
た
︒
彼
ら
の
第
一
の
理
念
は
﹁
森
の
美
﹂
で
あ
る
︒
一
斉
撒
種
と
皆
伐
が
繰
り
返
さ
れ
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
森
は
﹁
非
自

然U
nnatur

﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
に
対
し
て
﹁
自
然
に
育
っ
た
森der naturw

üchsige W
ald

﹂﹁
原
生
林der U

rw
ald

﹂
こ
そ
が
︑
美
し
い
の
で
あ
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る
）
（（
（

︒
同
樹
齢
か
ら
の
み
な
る
人
工
森
林
は
︑﹁
人
間
の
欲
望
︑
利
益
追
求
︑
近
視
眼
的
思
考
﹂
の
所
産
で
あ
り
︑﹁
本
来
の
森
の
美
し
さ
﹂
を
崩

壊
さ
せ
る
︒
そ
し
て
﹁
森
の
本
来
の
美
﹂
と
は
︑﹁
森
の
内
的
調
和
﹂
か
ら
湧
き
出
で
て
く
る
の
で
あ
っ
た
︒
医
学
者
か
つ
林
学
者
で
あ
っ
た

ビ
ア
ー
（A

ugust B
ier 

一
八
六
一
─
一
九
四
九
）
は
﹁
美
と
は
調
和
の
表
れ
で
あ
る
﹇
︙
﹈︑
森
が
叡
智
と
い
う
法
支
配
の
表
現
と
し
て
形
成

さ
れ
た
時
︑
森
の
最
大
の
美
が
示
さ
れ
る）（（
（

﹂
と
論
じ
た
︒
第
二
に
﹁
森
の
本
質
の
不
変
性
︑
恒
久
性Stetigkeit des W

aldw
esens

﹂
が
重
要
な

概
念
と
な
っ
た
︒
エ
バ
ー
ス
ヴ
ァ
ル
デ
に
あ
る
営
林
ア
カ
デ
ミ
ー）（（
（

の
教
授
で
あ
っ
た
メ
ラ
ー
（A

lfred M
öller 

一
八
七
六
─
一
九
二
二
）
は
︑

﹁
林
学
の
最
も
崇
高
な
課
題
は
︑
森
本
質
の
恒
久
性
を
確
保
す
る
こ
と
﹂
だ
と
主
張
し
た）（（
（

︒
こ
の
理
念
は
当
時
の
︽
植
林
─
皆
伐
︾
営
林
方
法

と
は
相
い
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
︒
メ
ラ
ー
は
︑﹁
恒
続
林
は
︑
皆
伐
概
念
を
受
け
入
れ
な
い
︒
森
と
は
永
遠
な
る
存
在
で
あ
る）（（
（

﹂
と
論
じ
て
い

る
︒
第
三
に
︑
美
し
く
︑
恒
久
な
る
森
理
念
は
︑︽
有
機
体O

rganism
us

︾
と
し
て
の
森
と
い
う
概
念
へ
と
発
展
し
た
︒
メ
ラ
ー
に
と
っ
て
︑

森
と
は
単
に
樹
木
が
生
え
て
い
る
場
所
な
の
で
は
な
く
て
︑
そ
れ
以
上
の
も
の
︑
森
と
は
﹁
ひ
と
つ
の
生
物
体ein L

ebew
esen

﹂
で
あ
っ
た
︒

森
と
は
﹁
一
体
の
生
き
物ein einheitliches, lebendiges W

esen

﹂
で
︑
そ
の
な
か
に
多
く
の
器
官
が
互
い
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
︒
そ
し

て
︑
こ
の
森
の
本
質
は
永
遠
に
続
い
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
っ
た）（（
（

︒
こ
う
し
た
森
を
︑
メ
ラ
ー
は
一
九
二
二
年
出
版
の
自
書
に
お
い
て

﹁D
auerw

ald

﹂
と
命
名
し
た）（（
（

︒
ヒ
ト
ラ
ー
の
片
腕
の
ひ
と
り
ゲ
ー
リ
ン
グ
に
﹁
恒
続
林
﹂
と
い
う
森
林
理
念
を
紹
介
し
﹁
帝
国
森
林
荒
廃
防
止

法
﹂
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
林
学
者
フ
ォ
ン
・
コ
イ
デ
ル
（W

alter von K
eudel

一
八
八
四
─
一
九
七
四
）
は
︑
メ
ラ
ー
の
弟
子
で
あ
る）（（
（

︒

初
期
に
は
森
に
関
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た
︽
有
機
体O

rganism
us

︾
概
念
は
︑
そ
の
後
︑
政
治
・
社
会
的
用
語
と
し
て
頻
繁
に
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
︑
民
主
主
義
的
︑
個
人
主
義
的
体
制
と
は
異
な
る
﹁
有
機
体
と
し
て
の
国
家
﹂﹁
有
機
体
で
あ
る
民
族
﹂
と
い
う
表
現
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
は
︽
有
機
体
︾
は
︑
保
守
層
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑︽
ド
イ
ツ
の
森
︾
と

︽
ド
イ
ツ
民
族
︾
と
の
有
機
的
な
結
び
つ
き
と
い
う
理
念
は
︑
す
で
に
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
よ
り
あ
る
も
の
で
あ
る）（（
（

︒

　

工
業
化
の
急
速
な
展
開
︑
都
市
化
︑
資
本
主
義
経
済
の
進
展
︑
そ
れ
に
伴
う
社
会
変
化
は
︑
都
市
教
養
市
民
た
ち
に
と
っ
て
は
文
化
的
・
精

神
的
危
機
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
︽
近
代
︾︽
都
市
︾
へ
の
反
感
か
ら
︑
そ
の
対
抗
物
と
し
て
の
︑︽
故
郷H

eim
at

︾︽
大
地B

oden

︾︽
農
村
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D
orf

︾
へ
の
憧
憬
を
高
め
て
い
っ
た
︒
こ
う
し
た
動
き
の
中
か
ら
︑
初
期
の
自
然
保
護
運
動
は
起
こ
っ
て
く
る
︒
一
九
〇
〇
年
以
降
︑
多
く

の
︑
植
物
︑
動
物
︑
鳥
類
︑
風
景
を
守
ろ
う
と
す
る
団
体
（V

erein

）
が
設
立
さ
れ
る
︒
初
期
自
然
保
護
家
た
ち
は
︑
近
代
化
へ
の
反
感
を
強

く
持
ち
︑
近
代
化
の
対
抗
物
と
し
て
の
︽
自
然
︾
の
重
要
性
を
主
張
し
た
︒
そ
し
て
彼
ら
の
自
然
観
に
は
︑
ロ
マ
ン
主
義
の
影
響
が
色
濃
く
み

ら
れ
る）（（
（

︒
（
三
）
森
ロ
マ
ン
主
義

　

一
八
世
紀
後
期
︑
初
期
ロ
マ
ン
主
義
は
︑
自
然
夢
想
・
自
然
崇
拝
の
時
代
だ
っ
た
︒
こ
れ
ほ
ど
自
然
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
は
そ
れ
ま
で

に
な
く
︑﹁﹃
自
然
と
は
な
に
か
﹄
と
い
う
議
論
が
あ
ち
こ
ち
で
沸
騰
し
︑
ま
る
で
流
行
現
象
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
﹂
と
︑
今
村
文
子
は
評
し

て
い
る）（（
（

︒

　

一
八
〇
〇
年
頃
︑
植
林
に
よ
る
人
工
森
林
経
営
が
始
ま
っ
た
頃
︑
ま
さ
に
そ
の
同
じ
時
に
︑﹁
ド
イ
ツ
は
森
ロ
マ
ン
主
義
の
国
と
な
っ
た
﹂

と
ラ
ト
ゥ
カ
ウ
は
み
て
い
る）（（
（

︒︽
森
︾︑
そ
こ
は
長
い
間
︑
異
界
で
あ
り
︑
盗
賊
共
の
跋
扈
す
る
場
所
で
あ
り
︑
避
け
て
通
り
た
い
場
と
し
て
忌

避
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
森
イ
メ
ー
ジ
を
質
的
に
転
換
さ
せ
た
の
が
ロ
マ
ン
派
だ
っ
た
︒
ロ
マ
ン
派
の
人
々
は
森
を
称
揚
し
た
︒
森
は
︑
調
和
に

満
ち
︑文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
崇
高
な
る
風
景
で
あ
り
︑人
間
が
神
と
出
会
う
こ
と
の
で
き
る
場
な
の
で
あ
っ
た
︒
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（Friedrich 

H
ölderlin 

一
七
七
〇
─
一
八
五
三
）︑
テ
ィ
ー
ク
（L

udw
ig T

ieck 

一
七
七
三
─
一
八
五
三
）︑
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
（N

ovalis （
本
名Friedrich 

von H
ardenberg

）
一
七
七
二
─
一
八
〇
一
）︑
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（A

ugust W
ilhelm

 Schlegel

一
七
六
六
─
一
八
四
五
）
な
ど
の
初
期
ロ
マ
ン

派
の
文
筆
家
た
ち
は
︑
森
を
ロ
マ
ン
主
義
理
念
の
結
晶
と
見
做
し
た
︒
森
は
︽
自
然
の
化
身
︾
と
し
て
様
式
化
さ
れ
︑
都
市
へ
の
対
抗
物
︑
人

の
手
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
る
農
地
と
相
反
す
る
場
と
し
て
︑
理
念
化
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
初
期
ロ
マ
ン
主
義
の
な
か
で
︑
森
は
美
化
さ

れ
︑
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
ト
ポ
ス
へ
と
な
っ
て
い
っ
た）（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︽
森
ロ
マ
ン
主
義
︾
は
生
ま
れ
る
︒
ヘ

ル
ダ
ー
（Johann G

ottfried von H
erder

一
七
四
四
─
一
八
〇
三
）
は
︑︽
自
然
へ
の
憧
憬
︾
か
ら
︑︽
自
然
に
近
い
存
在
︾
と
し
て
の
民
衆
へ
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と
︑
注
目
を
移
し
た
︒
彼
は
︑
民
衆
の
あ
い
だ
に
伝
わ
る
伝
承
︑
民
謡
を
蒐
集
︑
出
版
す
る
と
共
に
︑
民
衆
ポ
エ
ジ
ー
を
称
讃
す
る
論
文
を
数

多
く
発
表
し
た
︒
ヘ
ル
ダ
ー
は
︑
後
期
ロ
マ
ン
派
の
あ
い
だ
に
︑︽
自
然
︾
へ
の
︑︽
自
然
の
あ
っ
た
時
代
︾
へ
の
︑︽
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い

民
衆
︾
へ
の
関
心
を
引
き
起
こ
し
た
︒
こ
の
後
期
ロ
マ
ン
派
の
中
に
︑
グ
リ
ム
兄
弟
が
い
る
︒

三
．
森
は
誰
の
も
の
だ
っ
た
の
か

（
一
）
森
は
万
人
の
も
の
：
童
話
の
森

　

グ
リ
ム
兄
弟
（Jacob G

rim
m

 
一
七
八
五
─
一
八
六
三
︑W

ilhelm
 G

rim
m

 

一
七
八
六
─
一
八
五
九
）
は
︑
民
衆
に
伝
わ
る
慣
習
法
︑
伝

承
︑
民
話
を
蒐
集
し
︑
こ
れ
ら
を
編
集
︑
出
版
し
て
い
っ
た
︒﹃
グ
リ
ム
童
話
﹄
の
世
界
は
︽
森
の
世
界
︾
で
あ
る
︒
大
半
の
物
語
が
森
を
舞

台
と
し
て
お
り
︑
し
か
も
︑
森
が
物
語
の
展
開
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
民
俗
学
者
ケ
ス
ト
ゥ
リ
ン
（K

onrad K
östlin

）
は
︑

﹃
グ
リ
ム
童
話
﹄
の
戦
後
版
を
あ
る
イ
ギ
リ
ス
将
校
に
見
せ
た
と
こ
ろ
︑﹁
あ
ま
り
に
も
森
が
多
す
ぎ
るtoo m

uch w
oods

﹂
と
い
う
理
由
で
拒

絶
さ
れ
た
︑
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る）（（
（

︒
童
話
に
は
︑
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
筋
書
き
の
類
型
が
見
ら
れ
る
︒
ザ
イ
プ
ス
（Jack 

Z
ipes

）
の
表
現
に
従
う
な
ら
ば
﹁
彼
ら
は
（
主
人
公
）
は
森
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
る
︒
森
の
中
で
︑
彼
ら
は
道
に
迷
い
︑
そ
し

て
︑
進
む
べ
き
道
を
見
出
す
︒
森
は
い
つ
も
測
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
大
き
く
︑
偉
大
で
︑
神
秘
に
満
ち
て
い
る
︒﹇
︙
﹈
森
は
人
生
を
変
え
︑
運
命

を
も
変
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
︒
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
︑
森
は
地
上
の
最
高
権
威
で
あ
り
︑
偉
大
な
る
養
育
者
で
あ
る
︒
森
の
中
で
道
に
迷

い
︑
し
か
し
そ
れ
か
ら
︑
賢
く
な
り
︑
満
ち
足
り
た
状
態
に
な
っ
て
︑
森
か
ら
出
て
く
る
の
は
︑
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
だ
け
で
は
な

い
）
（（
（

﹂︒﹃
グ
リ
ム
童
話
﹄
の
な
か
で
は
︑
森
と
は
︑
因
習
に
と
ら
わ
れ
な
い
︑
自
由
で
︑
魅
惑
的
で
︑
し
か
し
危
険
を
は
ら
ん
だ
場
所
で
あ
る
︒

主
人
公
た
ち
の
運
命
は
︑
森
の
中
で
決
定
さ
れ
る
︒
森
で
は
︑
魔
法
を
か
け
︑
ま
た
魔
法
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
森
は
社
会
の

因
習
が
も
は
や
通
用
し
な
い
場
で
あ
り
︑
自
然
権
の
源
で
あ
り
︑
社
会
の
不
正
が
正
さ
れ
る
場
所
だ
か
ら
で
あ
る）（（
（

︒
森
の
中
で
新
し
い
人
生
を
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切
り
開
く
こ
と
の
で
き
た
主
人
公
た
ち
の
多
く
は
︑
貧
し
い
農
民
や
職
人
︑
子
ど
も
た
ち
な
ど
︑
ご
く
平
凡
な
人
び
と
︑
現
代
的
表
現
に
依
る

な
ら
ば
社
会
的
弱
者
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
物
語
設
定
に
よ
っ
て
︑
グ
リ
ム
は
︑︽
森
︾
を
す
べ
て
の
ひ
と
に
属
す
る
場
所
︑
す
べ
て
の
ひ
と
に

平
等
な
場
所
と
し
て
様
式
化
し
︑
誰
し
も
が
自
分
の
人
生
を
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
場
所
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
提
示
し
た）（（
（

︒
グ
リ
ム

兄
弟
が
蒐
集
し
た
民
間
伝
承
の
原
本
で
は
︑
森
を
表
す
用
語
と
し
て
︑
多
様
な
言
葉
﹁W

ald

﹂︑﹁Forst

﹂︑﹁H
olz

﹂︑﹁H
ein

﹂
が
用
い
ら
れ

て
い
た
︒
兄
弟
は
伝
承
を
童
話
と
し
て
編
集
し
出
版
す
る
際
に
︑
こ
れ
ら
の
用
語
を
す
べ
て
︽
森W

ald

︾
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
た
︒
大

野
寿
子
は
︑﹁
万
人
に
運
命
の
好
転
を
可
能
に
す
る
場
﹂
と
し
て
森
を
シ
ン
ボ
ル
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
︑
と
解
釈
し
て
い
る
︒
グ
リ
ム
兄
弟

は
﹃
ド
イ
ツ
伝
説
集
﹄
の
中
で
は
︑
元
の
多
様
な
用
語
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
︒
し
か
し
﹃
童
話
﹄
に
お
い
て
は
︑︽
森W

ald

︾
と
統
一
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑︽
森
︾
に
特
別
の
意
味
︑
す
な
わ
ち
森
は
す
べ
て
の
人
に
よ
り
良
い
人
生
を
与
え
て
く
れ
る
場
所
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

︒

（
二
）
森
は
民
衆
（V

olk

）
の
も
の
：
森
用
益
権
を
め
ぐ
る
争
い

　

グ
リ
ム
童
話
の
︽
森
︾
は
︑
万
人
の
も
の
で
あ
り
︑
不
正
が
正
さ
れ
︑
誰
も
が
人
生
を
切
り
開
く
こ
と
の
で
き
る
場
所
で
あ
っ
た
︒
し
か
し

現
実
の
森
は
︑
童
話
に
描
か
れ
て
い
る
様
な
世
界
で
は
な
か
っ
た
︒

　

中
世
を
と
お
し
て
︑
森
林
は
︑
ほ
と
ん
ど
誰
も
が
制
限
な
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
中
世
後
期
に
な
っ
て
︑
森
の
大
部
分
は
聖
俗
地
主

に
裁
量
権
が
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
形
式
の
み
で
︑
地
主
は
︑
従
来
通
り
農
民
の
利
用
に
ま
か
せ
て
い
た
︒
森
は
︽
共
用

地
︾
と
し
て
︑
共
同
体
員
は
誰
も
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た）（（
（

︒
森
は
日
常
生
活
に
不
可
欠
な
場
所
で
あ
っ
た
︒
ど
ん
ぐ
り
は
家
畜
の
飼
料
と

な
り
︑
落
葉
は
肥
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
︒
森
の
中
で
は
羊
を
放
牧
し
︑
蜜
蜂
の
蜜
を
集
め
︑
炭
焼
き
が
お
こ
な
わ
れ
た）（（
（

︒
何
よ
り
も
ま
ず
︑

森
の
樹
木
は
暖
房
の
薪
と
し
て
︑
家
屋
の
建
材
と
し
て
︑
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
一
六
世
紀
よ
り
状
況
が
変
わ
っ
て

く
る
︒
領
邦
君
主
た
ち
は
︑
自
領
内
に
あ
る
森
へ
の
支
配
力
を
強
化
し
て
ゆ
き
︑ 

農
民
の
森
利
用
を
制
限
し
よ
う
と
し
始
め
る）（（
（

︒
至
る
所
で
お
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び
た
だ
し
い
数
の
森
林
条
例
が
次
々
に
布
告
さ
れ
︑
森
林
内
の
放
牧
︑
豚
肥
育
は
規
制
さ
れ
︑
そ
れ
以
外
の
森
林
利
用
︑
例
え
ば
︑
樹
液
採

取
︑
草
摘
み
︑
落
葉
集
め
︑
木
炭
製
造
な
ど
は
︑
禁
止
さ
れ
る
か
当
局
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

︒
こ
の
背
景
に
は
︑
当
時
勃

興
し
て
き
て
い
た
製
塩
業
︑
工
業
な
ど
︑
諸
産
業
の
た
め
に
︑
領
主
た
ち
が
多
量
の
木
材
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
こ
の
た
め
森
林
利
用

を
め
ぐ
っ
て
︑
領
主
と
農
民
と
の
あ
い
だ
の
紛
争
が
相
次
い
で
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
宗
教
改
革
研
究
者
ブ
リ
ッ
ク
レ
ー
（Peter 

B
lickle

）
は
︑
一
五
二
五
年
の
農
民
戦
争
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
︑
領
主
に
よ
り
森
用
益
権
が
奪
わ
れ
た
こ
と
へ
の
農
民
の
不
満
だ
っ
た
︑

と
解
釈
し
て
い
る
︒
農
民
一
二
カ
条
は
︑
領
主
が
共
同
体
か
ら
森
林
を
奪
っ
た
と
激
し
く
非
難
し
︑
第
五
条
に
は
︑﹁
我
々
は
樹
木
伐
採

ho eltzung

に
関
し
て
苦
情
が
あ
る
︒
我
々
の
支
配
者
た
ち
は
樹
木die ho eltzer

を
す
べ
て
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
﹂
と
︑第
四
条
に
は
︑

﹁
こ
れ
ま
で
の
慣
習
で
は
︑
力
の
な
い
貧
し
い
者
に
野
生
の
馬
︑
鳥
︑
川
の
魚
釣
り
を
さ
せ
な
い
︑
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
我
々
に
と
っ

て
は
ま
っ
た
く
不
適
切
で
︑
兄
弟
愛
に
反
す
る
と
思
わ
れ
︑
神
の
言
葉
に
か
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
﹂
と
あ
る）（（
（

︒
農
民
た
ち
は
︑
共
有
地
に
関

す
る
慣
習
法
に
依
拠
し
︑
古
き
法
の
原
理
こ
そ
が
神
の
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

　

そ
の
後
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
︑
領
主
は
領
地
内
の
す
べ
て
の
森
に
対
し
て
支
配
権
を
行
使
し
︑
古
く
か
ら
続
い
て
き
た
共
有

地
と
し
て
の
森
の
自
治
権
を
切
り
崩
し
て
い
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
領
主
と
農
民
と
の
あ
い
だ
で
︑
森
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
は
絶
え
る
こ
と
は
な

か
っ
た
︒
グ
リ
ム
の
言
う
万
人
に
属
し
︑
誰
も
が
運
命
を
切
り
開
く
こ
と
の
で
き
る
︽
森
︾
と
は
︑
現
実
に
は
︑
支
配
と
被
支
配
が
ぶ
つ
か
り

合
う
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

た
だ
し
一
八
世
紀
に
至
る
ま
で
森
林
の
法
関
係
は
不
明
確
な
ま
ま
で
︑
領
主
側
は
所
有
権
を
主
張
し
︑
農
民
側
は
中
世
か
ら
の
思
考
を
手
放

す
こ
と
な
く
︑
森
と
は
神
か
ら
の
賜
物
で
あ
り
︑
全
て
の
人
が
自
由
に
使
っ
て
良
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
抱
き
続
け
た
と
︑
フ
ォ
ン
・

ベ
ロ
ウ
と
ブ
ラ
イ
ト
は
論
じ
て
い
る）（（
（

︒
後
述
す
る
リ
ー
ル
も
ま
た
﹁
ド
イ
ツ
の
民
衆
は
︑
森
は
（
自
分
た
ち
の
＝
筆
者
）
唯
一
で
︑
か
つ
偉
大

な
る
所
有
物
で
あ
る
と
﹇
︙
﹈
考
え
て
い
る
︒﹇
︙
﹈
森
︑
牧
草
地
︑
川
の
利
用
に
関
し
て
は
自
分
た
ち
に
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
民

衆
は
ま
だ
完
全
に
は
忘
れ
て
い
な
い）（（
（

﹂︑
農
民
た
ち
は
︑
森
に
関
し
て
は
す
べ
て
の
人
が
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る）（（
（

︑
と
記
し
て
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い
る
︒

　
︽
森
ロ
マ
ン
主
義
︾
と
︽
木
材
難
︾︑︽
憧
憬
対
象
と
し
て
の
森
︾
と
︽
資
源
供
給
場
と
し
て
の
森
︾︑︽
童
話
の
森
︾
と
︽
紛
争
の
森
︾︑
こ
う

し
た
相
反
す
る
森
像
︑
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
と
実
態
の
乖
離
が
発
生
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
偶
然
で
も
な
け
れ
ば
︑
矛

盾
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
︒
森
林
資
源
独
占
を
意
図
す
る
支
配
層
の
思
惑
に
端
を
発
す
る
︽
木
材
難
︾
は
︑
言
説
発
祥
の
由
来
が
明
ら
か
に

な
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
︑
市
民
層
の
あ
い
だ
に
森
喪
失
へ
の
不
安
を
煽
っ
た
︒︽
森
ロ
マ
ン
主
義
︾
は
︑
こ
の
危
機
感
の
反
映
で
あ
る）（（
（

︒
ロ
マ

ン
派
が
憧
憬
し
た
︽
森
︾
と
は
︑
彼
ら
自
身
の
自
然
観
の
具
象
と
し
て
完
結
し
て
お
り
︑
必
ず
し
も
現
実
の
森
と
関
わ
る
必
要
は
な
か
っ
た）（（
（

︒

森
が
紛
争
の
場
と
な
っ
た
の
は
︑
農
民
た
ち
が
森
は
自
分
た
ち
の
も
の
だ
と
い
う
確
固
と
し
た
権
利
意
識
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
︑
森
を

め
ぐ
る
伝
承
に
は
こ
う
し
た
民
衆
の
集
合
心
性
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

（
三
）
森
は
民
族
（V

olk

）
の
も
の
：
森
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化

　
︽
森
︾
は
︑
ド
イ
ツ
人
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
与
え
る
存
在
で
も
あ
っ
た
︒
ヘ
ル
ダ
ー
や
グ
リ
ム
兄
弟
が
ド
イ
ツ
（
語

圏
）
の
森
に
ま
つ
わ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
集
め
た
の
は
︑
国
民
国
家
統
一
を
視
野
に
入
れ
て
︑
ド
イ
ツ
語
を
話
す
す
べ
て
の
人
々
を
結
ぶ
共
通

の
過
去
を
見
出
す
た
め
で
も
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
彼
ら
が
遡
っ
た
の
が
︑
森
に
す
む
自
由
な
民
︑
古
ゲ
ル
マ
ン
人
で
あ
っ
た
︒
ヤ
コ
ブ
・
グ
リ
ム

は
︑
一
八
三
六
年
︑
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
お
い
て
︑
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
﹃
ゲ
ル
マ
ニ
ア
﹄
を
主
題
と
す
る
講
義
を
お
こ
な
い
︑
一
八
四
一
年

に
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い
て
︑
プ
リ
ニ
ウ
ス
や
シ
ー
ザ
ー
が
言
及
し
て
い
る
﹁
ヘ
ル
キ
ュ
ニ
ア
の
森）（（
（

﹂
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
講
義

を
お
こ
な
っ
た
︒
グ
リ
ム
に
と
っ
て
︑
ト
イ
ト
ブ
ル
ク
の
戦
い
が
行
わ
れ
た
森
は
）
（（
（

︑﹁
聖
な
る
森
﹂︑﹁
い
に
し
え
な
る
も
の
﹂︑﹁
ド
イ
ツ
的
な

る
も
の
﹂
の
象
徴
で
あ
っ
た
︒
フ
ラ
ン
ス
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
︑
ド
イ
ツ
の
森
は
︑
原
始
ゲ
ル
マ
ン
的
自
由
の
実
現
︑
外
国

支
配
か
ら
解
放
さ
れ
︑
国
民
国
家
統
一
を
達
成
す
る
た
め
の
立
脚
点
と
な
っ
た）（（
（

︒

　

リ
ー
ル
（W

ilhelm
 H

einrich R
iehl 

一
八
二
三
─
一
八
九
五
）
は
︑
グ
リ
ム
童
話
が
版
を
重
ね
て
い
る
最
中
の
一
八
五
四
年
に
﹃
ド
イ
ツ
民
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族
の
自
然
史
﹄
を
発
表
し
た
︒
こ
こ
に
︑
ゲ
ル
マ
ン
化
さ
れ
た
森
は
政
治
理
論
と
な
っ
た
︒﹁
ド
イ
ツ
で
は
す
べ
て
の
決
定
的
な
民
衆
運
動
の

際
に
森
が
問
題
と
さ
れ
る
﹂︑﹁
農
民
は
領
主
と
森
を
め
ぐ
っ
て
︑
絶
え
ず
ひ
そ
か
な
フ
ェ
ー
デ
を
お
こ
な
っ
て
き
た
﹂
と
︑
リ
ー
ル
は
指
摘
し

て
い
る
︒
慣
習
法
に
依
れ
ば
︑
森
︑
牧
草
地
︑
川
に
対
し
て
︑
す
べ
て
の
共
同
体
構
成
員
が
等
し
く
用
益
権
を
も
っ
て
い
た
︒﹁
森
は
み
ん
な

の
も
の
﹂
と
い
う
理
念
は
︑
真
に
古
ゲ
ル
マ
ン
的
な
る
も
の
で
︑
民
衆
は
そ
の
こ
と
を
完
全
に
は
忘
れ
て
は
い
な
い）（（
（

︒
民
衆
の
間
に
﹁
自
由
な

森
﹂﹁
聖
な
る
森
﹂
と
い
う
集
団
の
記
憶
が
潜
在
的
に
残
っ
て
い
る
︑
そ
れ
故
に
彼
ら
に
と
っ
て
︽
森
︾
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
ち
︑
民

衆
は
︽
森
︾
を
め
ぐ
っ
て
戦
っ
て
き
た
の
だ
︑
と
論
じ
る
︒

　

リ
ー
ル
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
貴
重
な
森
が
産
業
進
展
に
よ
っ
て
縮
小
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
︒
蒸
気
機
関
の
交
通
網
は
自
然
を
破
壊
し
︑

自
然
と
共
に
生
き
て
き
た
人
々
の
生
活
様
式
を
変
え
た
︒
自
然
の
中
に
住
ん
で
い
た
農
民
は
大
都
市
に
行
っ
て
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
な
っ

た
︒
リ
ー
ル
は
︑
森
の
重
要
性
を
強
調
す
る
︒
森
に
は
︑
木
材
供
給
地
と
し
て
の
経
済
的
価
値
が
あ
る
だ
け
で
は
な
い
︒
森
は
︑
木
材
が
燃
料

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
身
体
を
外
面
的
に
暖
め
る
だ
け
で
な
く
︑
人
間
の
内
面
を
暖
め
る
の
で
あ
る
︒
人
が
パ
ン
の
み
で
生
き
る
の
で
は
な

い
よ
う
に
︑
ド
イ
ツ
の
︽V

olk

︾
に
は
森
が
必
要
だ
︒
民
族
の
脈
動
を
暖
か
く
保
つ
た
め
に
︑
ド
イ
ツ
人
が
ド
イ
ツ
人
ら
し
く
あ
る
た
め
に
︑

森
は
必
要
な
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
森
を
必
要
と
す
る
主
体
は
︑V

olk

（
民
衆
）
か
ら V

olk

（
民
族
）
へ
と
す
り
替
わ
る
︒︽V

olk

︾
と
い
う
単

語
は
使
わ
れ
る
文
脈
に
従
い
︑
異
な
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
︒
森
の
用
益
権
を
め
ぐ
っ
て
支
配
者
と
戦
っ
て
い
た
︽V

olk

︾
は
﹁
民
衆
﹂
で
あ

り
︑
森
が
脈
動
を
温
か
く
保
つ
︽V

olk

︾
は
ド
イ
ツ
﹁
民
族
﹂
で
あ
る
︒
リ
ー
ル
は
︑
民
衆
の
あ
い
だ
に
﹁
自
由
な
森
﹂
と
い
う
記
憶
が
残
っ

て
い
る
と
し
た
上
で
︑
こ
の
民
衆
（V

olk

）
の
﹁
自
由
な
森
﹂
を
︑
民
族
（V

olk

）
の
﹁
自
由
で
聖
な
る
森
﹂
へ
と
︑
論
じ
変
え
た）（（
（

︒

　

リ
ー
ル
は
さ
ら
に
﹁
森
の
聖
な
る
自
由
﹂
を
強
調
す
る
︒
こ
れ
は
︑
古
代
ゲ
ル
マ
ン
人
が
森
の
中
で
ロ
ー
マ
軍
に
勝
利
し
た
と
い
う
伝
説
に

依
拠
し
て
い
る
が
︑
リ
ー
ル
の
思
い
描
く
﹁
森
の
自
由
﹂
と
は
︑
単
に
森
の
中
を
自
由
に
散
策
で
き
る
と
い
う
意
味
で
し
か
な
い）（（
（

︒
し
か
し
︑

リ
ー
ル
に
と
っ
て
こ
の
自
由
は
︑
政
治
的
自
由
に
優
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
︑
も
は
や
自
由
な
森
は
無
い
に
等
し
い
︒
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
作
ら
れ
た
公
園
し
か
な
い
︒
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
造
園
は
︑
森
の
自
然
を
模
倣
し
た
に
す
ぎ
な
く
︑
彼
ら
は
︑
ま
る
で
劇
場
か
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コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
か
の
よ
う
に
入
場
料
を
と
る
の
で
あ
る）（（
（

︒
お
隣
の
国
々
は
︑
政
治
的
に
は
自
由
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
い
た
る
と
こ

ろ
に
柵
を
め
ぐ
ら
し
︑
束
縛
さ
れ
な
い
ハ
イ
キ
ン
グ
の
楽
し
み
を
︑
森
の
中
で
も
は
や
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
︒
近
く
の
森
の

中
を
自
由
に
歩
き
ま
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
柵
が
至
る
所
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
な
ら
︑
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
︑
柵
以
外
の
何
が
あ
る
と

い
う
の
か
︒
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
︑
枠
に
は
ま
っ
た
公
園
し
か
な
く
︑
自
由
な
森
は
な
い
︒
だ
と
し
た
ら
︑
彼
ら
の
自
由
な
法
律
は
一
体
何
の

役
に
た
つ
の
か
︑
と
リ
ー
ル
は
反
問
す
る
の
で
あ
る）（（
（

︒

　

リ
ー
ル
に
よ
れ
ば
﹁
森
が
存
在
す
る
﹂
そ
の
こ
と
故
に
︑
ド
イ
ツ
は
他
の
国
々
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
政
治
的
・
経
済
的
に
は
先

進
的
な
他
の
国
々
で
は
︑
森
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
ド
イ
ツ
に
は
︑
ま
だ
広
範
に
森
が
あ
る）（（
（

︒
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
︑
自
由
主

義
的
な
法
律
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︑
し
か
し
ド
イ
ツ
に
は
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
未
来
と
社
会
的
自
由
が
あ
る
︒
な
ぜ
な

ら
︑
ド
イ
ツ
は
﹁
自
然
の
森
﹂
を
保
持
し
た
か
ら
で
あ
る）（（
（

︒
田
園
地
帯
に
す
ら
森
が
な
く
な
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
︑
民

族
性
（V

olkstum

）
が
半
ば
死
に
絶
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
呼
ば
れ
る
イ
タ
リ
ア
は
︑﹁
死
に
絶
え
た
国
﹂

で
あ
る
︒
大
地
に
は
森
が
も
は
や
な
く
︑
森
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
︒
国
だ
け
で
は
な
い
︑﹁
民
族
（V

olk

）
も
ま
た
︑

生
を
終
え
て
い
る
﹂︒
ド
イ
ツ
に
は
森
と
畑
が
豊
に
残
っ
て
い
る
︒
こ
こ
に
ド
イ
ツ
社
会
の
多
様
さ
︑
多
彩
さ
が
明
ら
か
と
な
る
︒
森
の
保
護

に
よ
っ
て
の
み
︑
民
族
は
若
返
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

︒
背
後
に
茂
る
森
へ
と
戻
る
こ
と
の
で
き
な
い
民
族
︑
森
か
ら
新
た
な
力
を
汲
み
取
っ
て
く

る
こ
と
の
で
き
な
い
民
族
は
︑
死
に
絶
え
る
し
か
な
い
︒
森
は
ド
イ
ツ
民
族
の
保
護
者
で
あ
り
︑
ド
イ
ツ
民
族
の
豊
か
さ
を
保
証
す
る
も
の
な

の
で
あ
る）（（
（

︒

　
︽
ド
イ
ツ
の
森
︾︑
こ
の
考
え
方
は
ロ
マ
ン
主
義
時
代
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
う
し
た
森
ロ
マ
ン
主
義
を
︑
リ
ー
ル
は
政
治
理

論
と
し
て
体
系
化
し
た
︒
民
俗
学
者
リ
ー
ル
は
︿V

olk

﹀
と
い
う
語
の
も
つ
二
重
性
を
巧
み
に
操
り
︑
自
然
の
中
で
生
き
る
︽
民
衆
︾
を
称
揚

す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
︑
自
然
に
正
統
性
の
基
盤
を
お
く
民
族
主
義
理
論
を
作
り
上
げ
た
︒
こ
の
よ
う
に
森
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
︑

帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
に
み
ら
れ
る
森
理
念
も
︑
ナ
チ
ス
政
府
の
森
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
︑
す
で
に
長
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
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る
︒

四
．
帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

　

以
上
の
森
林
史
を
踏
ま
え
る
時
︑
帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
二
つ
の
異
な
っ
た

見
解
が
あ
る
︒
先
ず
︑
法
律
の
目
的
に
関
し
て
意
見
が
分
か
れ
る
︒
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
の
非
常
勤
講
師
で
あ
る
エ
ー
デ
ル
ト
ゥ
ラ
ウ
ト
・
ク

リ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
（E

deltraud K
lueting

）
は
︑
帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
は
︑
自
然
保
護
が
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
︑
と
見
る
︒
私
有
林
の

針
葉
樹
保
護
に
は
︑﹁
ド
イ
ツ
国
民
経
済
の
た
め
に
必
要
と
な
る
木
材
生
産
を
確
保
﹂
し
よ
う
と
す
る
経
済
的
意
図
が
あ
っ
た
︑
と
彼
女
は
論

ず
る）（（
（

︒
こ
れ
に
対
し
て
カ
ナ
ダ
人
研
究
者
イ
モ
ー
ト
は
︑
恒
続
林
の
主
張
者
た
ち
は
︑
健
全
な
森
の
エ
コ
・
シ
ス
テ
ム
を
推
進
し
よ
う
と
し

た
︒
そ
し
て
︑
長
期
的
視
点
か
ら
︑
よ
り
健
全
な
森
を
創
り
出
し
︑
よ
り
持
続
可
能
な
収
益
を
可
能
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
︑
と
解
釈
す

る
︒
イ
モ
ー
ト
に
よ
れ
ば
︑
帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
に
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
意
識
が
見
ら
れ
︑
こ
う
し
た
意
識
は
︑
一
九
八
〇
年
代
に
緑
の

党
が
政
治
の
主
流
に
な
っ
て
再
び
現
れ
て
く
る
︒
ナ
チ
ス
の
恒
続
林
政
策
は
︑
後
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
連
想
す
る
が
故
に
︑
こ
の
法
律
が
環
境

上
有
意
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
の
は
感
情
的
に
困
難
で
あ
る
︒
し
か
し
ナ
チ
ス
政
府
は
︑
森
林
を
保
護
す
る
布
告
を
だ
し
た
の
で
あ

り
︑
そ
の
こ
と
自
体
は
適
正
な
こ
と
で
あ
っ
た）（（
（

︒

　

次
の
論
点
は
︑
恒
続
林
理
念
は
実
施
さ
れ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
ク
リ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
︑
法
律
理
念
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
点
を
強
調
す
る
︒
ヒ
ト
ラ
ー
が
一
九
三
六
年
に
﹁
四
カ
年
計
画
﹂
を
発
表
し
た
後
︑
一
九
三
七
年
︑
森
林
政
策
は
転
換
す
る
︒
恒
続
林
シ

ス
テ
ム
（das ökologisch orientierte D

auerw
aldsystem

）
は
︑﹁
自
然
に
則
し
た
経
済
林
（naturm

äßiger W
irtschaftsw

ald

）﹂
へ
と
名
前
が

変
え
ら
れ
︑
そ
れ
と
共
に
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
森
林
経
営
は
挫
折
し
た
︒
そ
の
後
は
︑
国
家
的
需
要
を
満
た
す
た
め
の
森
林
経
営
が
優
先
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
︑
森
も
戦
争
経
済
の
た
め
に
搾
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
遅
く
と
も
︑
一
九
三
七
年
に
は
自
然
保
護
の
た
め
の
森
は
失
わ
れ
る
︑
こ
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れ
が
ク
リ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
意
見
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
イ
モ
ー
ト
は
︑
恒
続
林
の
基
本
理
念
は
残
っ
た
と
見
て
い
る
︒
イ
モ
ー
ト
は
︑

﹁
自
然
に
則
し
た
経
済
林
﹂
と
い
う
名
称
の
﹁
自
然
に
則
し
たnaturm

äßig

﹂
と
い
う
部
分
を
重
視
し
︑
新
し
い
規
約
で
も
森
林
経
営
は
﹁
自

然
に
即
し
た
﹂
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
︑
一
九
三
七
年
以
降
の
森
林
政
策
に
も
︑
恒
続
林
原
則
が
幾
つ
か
残
っ
て
い
る
︑

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
目
標
は
基
本
的
に
は
残
っ
た
︑
と
理
解
す
る
︒
彼
は
︑
森
林
保
護
法
が
部
分
的
に
一
九
四
五
年
後
も
残
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
︑
こ
の
法
律
は
戦
後
ド
イ
ツ
森
林
経
営
の
長
期
に
わ
た
る
遺
産
と
な
っ
た
︑
と
評
価
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
対
照
的
評
価
は
︑
ナ
チ

ス
の
自
然
保
護
法
解
釈
に
見
ら
れ
る
ふ
た
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
代
表
し
て
い
る
︒
他
の
法
律
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
も
︑
法
律
の
内
容
に
基
づ

い
て
ナ
チ
ス
政
府
の
自
然
保
護
を
認
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
と
︑
内
容
で
は
な
く
﹁
実
際
に
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
﹂﹁
本
来
の
目
的
は
異

な
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
点
を
強
調
す
る
立
場
と
が
あ
る
︒

　

帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
の
諸
規
定
は
︑
人
種
理
論
へ
と
展
開
す
る
要
素
と
︑
合
理
的
森
林
保
護
の
要
素
と
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
︒
そ
れ

故
︑
こ
の
法
律
を
全
体
と
し
て
評
価
を
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
︒
ク
リ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
︑
一
九
三
七
年
に
森
林
政
策
が
変
わ
っ
た
た
め
︑

恒
続
林
理
念
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
︑
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
︑
ナ
チ
ス
政
府
は
森
林
保
護
を
行
わ
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
︒
し
か
し
こ
こ
で
︑

注
目
す
べ
き
こ
と
は
︑
恒
続
林
構
想
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理
論
的
基
礎
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒︽
永
遠
な
る
森
︑
永
遠
な
る
民
族
︾
と

い
う
神
話
が
い
っ
た
ん
形
成
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
神
話
は
一
人
歩
き
を
始
め
︑
そ
こ
で
は
現
実
の
森
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
か
は
︑
そ

れ
ほ
ど
重
要
で
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
筆
者
は
考
え
る
︒
実
際
︑
森
林
政
策
が
変
わ
る
一
年
前
の
一
九
三
六
年
よ
り
︑
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
﹁
ア
ー
リ
ア
・
ゲ
ル
マ
ン
的
精
神
・
文
化
史
に
お
け
る
森
と
樹
木
﹂
が
開
始
さ
れ
︑
終
戦
直
前
ま
で
続
い
て
い
る
︒
こ
れ
を
顧
み
て
も
︑

森
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
︑
森
の
現
状
と
は
関
係
な
く
存
在
し
う
る
︑
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
と
す
る
と
︑
恒
続
林
が
本
当
に
実
現
し
た
か

ど
う
か
を
議
論
し
て
も
︑
あ
ま
り
意
味
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹁
森
ロ
マ
ン
主
義
﹂
が
︑
森
が
木
材
畑
と
化
し
た
時

代
に
成
立
し
︑
支
配
者
と
農
民
の
争
い
の
場
と
し
て
の
森
と
︑
お
と
ぎ
話
の
森
と
が
︑
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
︑
な
お
さ

ら
納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
る
︒
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五
．「
森
の
死
」

　

工
場
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
へ
の
抗
議
は
︑
す
で
に
第
二
次
大
戦
直
後
か
ら
︑
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
︒
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
汚

染
反
対
運
動
は
︑
陳
情
書
を
地
元
政
府
に
提
出
し
て
交
渉
す
る
︑
裁
判
に
訴
え
る
な
ど
︑
基
本
的
に
は
合
法
的
な
手
段
で
お
こ
な
わ
れ
︑
政
治

権
威
そ
の
も
の
へ
の
批
判
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
例
外
的
に
︑
デ
モ
︑
集
会
︑
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
の
直
接
行
動
に
訴
え
る
こ
と
も
あ
っ

た
が
︑
プ
ロ
テ
ス
ト
は
該
当
す
る
地
域
の
み
で
お
こ
な
わ
れ
︑
抗
議
対
象
も
汚
染
を
引
き
起
こ
し
た
事
柄
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た）（（
（

︒
自
然
保

護
運
動
は
︑
一
九
六
〇
年
代
後
半
︑
新
た
な
段
階
を
迎
え
る
︒
活
動
家
た
ち
は
︑
個
々
の
具
体
的
な
自
然
汚
染
に
対
し
て
抗
議
を
す
る
だ
け
で

な
く
︑
こ
う
し
た
自
然
汚
染
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
科
学
・
技
術
進
歩
︑
産
業
発
展
︑
そ
れ
に
依
拠
す

る
大
量
消
費
と
豊
か
さ
を
優
先
す
る
生
活
様
式
︑
こ
れ
ら
は
そ
れ
ほ
ど
良
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
い
が
戦
後
生
ま
れ
の
世
代
に
広

が
る
︒
こ
う
し
た
自
然
汚
染
を
生
み
だ
し
た
価
値
観
へ
の
疑
問
は
︑
一
九
七
二
年
﹃
成
長
の
限
界
﹄
発
表
に
よ
り
頂
点
に
達
し
︑
環
境
問
題
が

盛
ん
に
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

︒
一
九
七
〇
年
前
後
に
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
転
換
﹂
が
あ
り
︑
こ
の
時
よ
り
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
時
代
﹂
が
始

ま
る
こ
と
に
関
し
て
は
︑
研
究
者
の
あ
い
だ
に
共
通
認
識
が
あ
る
︒
環
境
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
は
︑
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
紛
争
と
結
び
つ

く
形
で
広
ま
っ
た
︒
そ
れ
以
前
ま
で
は
︑
現
代
性
・
進
歩
の
象
徴
で
あ
っ
た
︑
ま
た
学
問
的
・
経
済
的
業
績
の
証
拠
で
も
あ
っ
た
核
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
に
対
す
る
不
信
感
は
︑
一
九
七
三
年
か
ら
始
ま
る
ヴ
ィ
ー
ル
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
建
設
反
対
運
動
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
︑

急
速
に
市
民
層
へ
と
広
ま
っ
て
い
っ
た
︒
環
境
保
護
市
民
団
体
が
︑
全
国
各
地
に
多
数
成
立
し
︑
こ
れ
ら
の
市
民
運
動
の
多
く
は
一
九
八
〇
年

緑
の
党
へ
と
集
結
し
た）（（
（

︒

　

緑
の
党
は
︑
一
九
八
三
年
三
月
六
日
連
邦
議
会
選
挙
に
お
い
て
︑
初
め
て
議
席
を
獲
得
す
る
︒
そ
れ
も
︑
二
七
議
席
と
い
う
画
期
的
な
躍
進

で
あ
っ
た
︒
こ
の
背
景
に
は
﹁
森
の
死
﹂
パ
ニ
ッ
ク
が
あ
る
︒
こ
の
問
題
は
︑
一
九
八
一
年
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
土
壌
学
教
授
ウ
ル
リ
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ヒ
（B

ernhard U
lrich

）
が
︑
二
酸
化
硫
黄
を
含
む
酸
性
雨
の
た
め
﹁
大
き
な
森
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
︑
今
後
五
年
間
に
死
ぬ
だ
ろ
う
︒
こ
れ

を
救
う
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
﹂
と
発
言
し
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
一
一
月
に
雑
誌
﹃
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
﹄
が
森
の
死
に
関
し
て
︑
三
回
に
わ

た
っ
て
酸
性
雨
特
集
を
組
み
︑
ウ
ル
リ
ヒ
の
発
言
を
大
々
的
に
報
道
し
た
︒﹃
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
﹄
一
九
八
一
年
一
一
月
一
六
日
号
の
表
紙
は
︑

上
部
に
は
黒
い
煙
を
吹
き
出
す
灰
色
の
煙
突
が
林
立
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
抑
え
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
下
半
分
に
森
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
し
て

﹁
森
が
死
ぬ
﹂
と
下
部
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
視
覚
に
訴
え
て
不
安
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
表
紙
構
成
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
記
事
に
は
︑﹁
西
ド
イ

ツ
の
森
々
の
な
か
で
は
︑
時
限
爆
弾
が
チ
ク
タ
ク
と
音
を
た
て
て
い
る
﹂﹁
想
像
を
絶
す
る
環
境
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
最
初
の
前
兆
で
あ

る
﹂
と
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
感
を
あ
お
る
誇
張
し
た
表
現
が
目
立
つ
︒﹁
森
の
死
﹂
は
全
国
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
︒
各
地
か

ら
︑
自
分
の
地
域
で
も
樹
木
被
害
が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
報
告
が
寄
せ
ら
れ
︑
そ
の
他
の
新
聞
︑
雑
誌
が
こ
ぞ
っ
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ

た
）
（（
（

︒
一
九
八
三
年
三
月
の
連
邦
議
会
選
挙
で
︑
選
挙
戦
の
中
心
テ
ー
マ
と
な
っ
た
の
が
︑
酸
性
雨
︑﹁
森
の
死
﹂
で
あ
っ
た
︒
キ
リ
ス
ト
教
社

会
同
盟
（C

SU

）
党
員
で
当
時
の
環
境
相
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
（Friedrich Z

im
m

erm
ann

）
は
︑﹁
森
の
死
﹂
対
策
と
平
和
維
持
が
人
類
の
最
も

重
要
な
課
題
で
あ
る
と
述
べ
︑
ま
た
社
会
民
主
党
（SPD

）
の
ド
ゥ
ー
ヴ
ェ
（Freim

ut D
uve

）
は
﹁
ド
イ
ツ
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
ヒ
ロ
シ
マ
の

前
に
立
っ
て
い
る
﹂
と
発
言
し
︑
緑
の
党
は
﹁
森
を
救
え
﹂
と
い
う
ポ
ス
タ
ー
を
全
国
中
に
貼
っ
た
︒
自
然
保
護
活
動
家
た
ち
の
発
言
は
さ
ら

に
極
端
で
︑﹁
問
題
と
な
る
の
は
︑
今
︑
ド
イ
ツ
の
森
に
と
っ
て
︑
零
時
五
分
前
な
の
か
︑
零
時
五
分
過
ぎ
な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ

る
﹂︑﹁
森
の
死
が
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
﹇
︙
﹈
こ
の
よ
う
な
死
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
だ
と
表
現
し
て
も
言

い
過
ぎ
で
は
な
い
﹂﹁
全
地
表
面
は
急
性
の
樹
木
の
死
に
晒
さ
れ
て
お
り
︑
自
然
は
死
の
崩
壊
に
晒
さ
れ
て
い
る
﹂
な
ど
と
危
機
感
を
煽
っ
て

い
る
︒
こ
う
し
た
中
で
︑
自
然
環
境
保
護
意
識
が
国
民
の
あ
い
だ
に
広
ま
っ
た
︒
こ
の
問
題
を
契
機
に
﹁
環
境
﹂﹁
エ
コ
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑

﹁
突
然
︑
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
た
﹂
と
環
境
保
護
史
研
究
者
ユ
ケ
ッ
タ
ー
（Frank U

ekötter

）
は
回
顧
し
て
い
る）（（
（

︒
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
緑

の
党
は
︑
初
議
席
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
︒

　

酸
性
雨
に
よ
る
森
林
被
害
は
︑
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
︒
硫
黄
を
含
む
酸
性
雨
の
問
題
は
︑
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一
九
七
二
年
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
国
連
環
境
会
議
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
︑
ド
イ
ツ
政
府
は
一
九
七
一
年
よ
り
環
境
保
護
政
策
を
開
始
し
た
︒
二

酸
化
硫
黄
を
含
む
排
ガ
ス
は
︑
一
九
七
三
年
に
最
高
値
を
示
し
た
も
の
の
︑
そ
の
後
減
少
を
続
け
︑
と
く
に
一
九
七
九
年
以
降
は
急
速
に
減
少

し
て
い
っ
た
︒﹃
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
﹄
が
特
集
を
組
ん
だ
一
九
八
一
年
に
は
︑
既
に
最
悪
の
状
態
は
過
ぎ
︑
確
実
に
改
善
へ
と
向
か
っ
て
い
た
の

で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
森
の
死
﹂
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
事
実
に
依
拠
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
酸
性
雨
に
よ
る
森
林
被
害

は
決
し
て
ド
イ
ツ
だ
け
で
な
か
っ
た
︒
し
か
し
こ
れ
を
﹁
森
の
死
﹂
と
し
て
感
情
的
に
受
け
止
め
た
の
は
ド
イ
ツ
人
だ
け
だ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑

ド
イ
ツ
人
に
は
森
に
対
し
て
特
別
の
思
い
入
れ
が
あ
る
た
め
だ
︑
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（
（

︒
他
国
で
は
ド
イ
ツ
に
特
有
な
現
象
と
み
な

さ
れ
た
︒
た
と
え
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻
訳
語
は
な
く
︑﹁le w

aldsterben

﹂
と
ド
イ
ツ
語
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
冠
詞
を
つ
け
た
だ
け
で
表
記
さ

れ
︑
英
語
で
も
﹁W

aldsterben （D
eath of the Forest

）﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
︒

お
わ
り
に

　

以
上
︑
森
林
の
日
常
︑
森
林
へ
の
心
情
が
歴
史
的
に
ど
う
展
開
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
結
果
︑
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
︒
農
民
た
ち
に
と
っ
て
︑
森
は
日
常
生
活
上
欠
か
せ
な
い
場
所
で
あ
り
︑
自
分
た
ち
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
後
に
初
期
自
然
保
護
運
動
を
担
う

こ
と
に
な
る
市
民
た
ち
に
と
っ
て
︑
森
は
憧
憬
の
対
象
で
あ
り
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
場
所
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
故

に
︑
森
ロ
マ
ン
主
義
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
土
台
と
な
り
え
た
︒
農
民
に
と
っ
て
も
︑
都
市
民
に
と
っ
て
も
大
切
な
場
所
で
あ
っ
た
森
が
︑

彼
ら
の
共
同
体
意
識
と
結
び
つ
い
た
こ
と
は
︑
容
易
に
理
解
で
き
る
︒
そ
し
て
そ
の
意
識
か
ら
︑
共
同
体
で
あ
る
森
︑
有
機
体
で
あ
る
森
と
い

う
理
念
へ
は
︑
決
し
て
遠
く
は
な
い
︒
民
衆
（V

olk

）
の
森
と
い
う
集
団
の
記
憶
か
ら
︑
民
族
（V

olk

）
の
森
と
い
う
言
説
が
形
成
さ
れ
︑
森

は
ド
イ
ツ
民
族
の
至
高
性
を
証
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒
森
が
自
然
生
態
系
で
あ
る
よ
う
に
︑
民
族
も
ま
た
自
然
共
同
体
︑
す
な
わ
ち
人
種
共
同

体
な
の
で
あ
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
︑
ナ
チ
ス
政
府
の
帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
制
定
以
前
に
︑
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
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こ
の
言
説
を
明
文
化
し
︑
独
裁
体
制
の
基
盤
と
し
た
の
は
ナ
チ
ス
政
府
で
あ
る
︒
自
然
保
護
の
諸
法
律
が
︑
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
獲
得
す
る
と

同
時
に
矢
継
ぎ
早
に
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
︑
ヒ
ト
ラ
ー
が
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た
の
か
否
か
は
別
と
し
て
︑
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　

樹
木
被
害
を
﹁
森
の
死
﹂
と
表
現
し
た
の
も
︑
森
が
ド
イ
ツ
人
の
潜
在
意
識
の
中
で
は
単
な
る
自
然
物
体
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
︒﹁
死
﹂
と
い
う
言
葉
は
通
常
人
間
お
よ
び
動
物
に
対
し
て
つ
か
わ
れ
︑
樹
木
は
﹁
枯
れ
る
﹂
こ
と
は
あ
っ
て
も
﹁
死
ぬ
﹂
こ
と
は
な
い
か

ら
で
あ
る
︒
森
は
単
に
樹
木
が
多
数
あ
る
場
所
な
の
で
は
な
く
︑
特
別
な
存
在
︑﹁
死
ぬ
﹂
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
︒
森
へ
の
思
い
入
れ
は
︑
歴
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
︑
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
お
り
︑
酸
性
雨
被
害
が
あ
っ
た
時
に
初
め
て
生
ま

れ
た
感
情
で
は
な
い
︒﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
転
換
﹂
に
よ
り
︑
現
代
環
境
運
動
が
形
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑︽
森
林
観
︾
と
い
う
点
か
ら
見
る

な
ら
ば
︑
本
質
的
に
新
し
い
こ
と
は
な
い
︒
現
代
環
境
保
護
は
︑
転
換
に
よ
る
新
た
な
社
会
運
動
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
新
し
い
運
動
の
政

党
緑
の
党
が
議
席
獲
得
ま
で
に
支
持
を
急
増
さ
せ
た
き
っ
か
け
が
︑
古
く
か
ら
の
︽
森
林
観
︾
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
興
味
深
い
事
実
で

あ
る
︒

　
︽
森
に
対
す
る
心
情
︾︑
こ
れ
は
ド
イ
ツ
心
性
史
と
い
う
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
︑
幾
世
代
に
も
わ
た
り
︑
絶
え
る
こ
と
な
く
︑
時
代
時
代
の
文

化
・
社
会
事
象
の
深
層
を
流
れ
続
け
て
き
た
︒
こ
の
心
情
は
︑
国
民
国
家
統
一
の
時
代
に
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
一
要

素
と
な
り
︑
世
紀
転
換
期
に
は
恒
常
林
憧
憬
と
い
う
文
化
現
象
を
生
み
出
し
た
︒
ナ
チ
ス
政
権
期
︑
森
の
暗
喩
を
利
用
し
た
人
種
共
同
体
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
可
能
に
し
た
の
も
︑
こ
の
心
情
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
既
述
の
よ
う
に
︑
エ
コ
意
識
普
及
の
契
機
と
な
っ
た
﹁
森
の
死
﹂
へ
の
不

安
に
ま
た
︑
こ
の
森
へ
の
愛
着
が
根
底
に
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
根
底
に
あ
る
自
然
感
情
と
い
う
点
の
み
に
限
定
す
る
な
ら
ば
︑
初
期
自
然

保
護
運
動
︑
ナ
チ
ス
政
権
に
よ
る
自
然
保
護
法
︑
緑
の
党
の
主
張
の
背
景
に
は
︑
同
じ
底
流
が
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
︑
帝
政
期
お
よ
び
ワ
イ

マ
ー
ル
期
の
自
然
保
護
運
動
︑
ナ
チ
ス
の
自
然
保
護
立
法
︑
緑
の
党
の
環
境
保
護
活
動
︑
が
本
質
的
に
同
じ
も
の
な
の
だ
と
判
断
す
る
理
由
に

は
な
ら
な
い
︒

　
︽
自
然
観
︾
は
文
化
の
問
題
で
あ
る
︒
し
か
し
︽
自
然
保
護
運
動
︾
は
社
会
活
動
で
あ
り
︑
時
代
の
政
治
情
勢
に
応
じ
て
︑
活
動
家
の
政
治
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的
見
解
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
︒
あ
る
時
代
の
︽
自
然
保
護
運
動
︾
を
評
価
す
る
に
際
し
て
︑
そ
の
運
動
団
体
が
も
つ
政
治
的
役
割
と
︑
活
動

家
が
抱
い
て
い
る
自
然
観
と
は
︑
区
別
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
興
味
深
い
の
は
︑
あ
る
ひ
と
つ
の
自
然
観
が
︑
ど
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
を
へ
て
︑
あ
る
一
定
の
政
治
思
想
を
支
え
る
理
念
へ
と
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
時
代
を
超
え
て
変
わ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
︽
森
へ
の
心
情
︾
が
︑
変
容
す
る
政
治
状
況
の
な
か
で
︑
ど
の
よ
う
に
時
代
に
即
し
た
森
理
念
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
︑
本
稿
は

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
が
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

註（
１
） 

一
九
八
六
年
︑
リ
ン
ゼ
は
﹁
非
歴
史
性
﹂
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動

の
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
し
た
︒
二
〇
〇
三
年
︑
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
﹁
こ

の
新
し
い
運
動
に
は
︑
今
日
に
い
た
る
ま
で
歴
史
は
な
い
と
さ
れ
て

き
た
﹂
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
︒U

lrich L
inse, Ö

kopax und 
Anarchie. Eine G

eschichte der ökologischen Bew
egungen in 

D
eutschland, M

ünchen 1986

（
内
田
俊
一
・
杉
村
涼
子
訳
﹃
生
態

平
和
と
ア
ナ
ー
キ
ー
﹄
法
政
大
学
出
版
局　

一
九
九
〇
年
）︒
序
文

﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
の
歴
史
性
の
欠
如
に
抗
し
て
﹂
を
参
照
︒Jan 

Iv
o

 E
n

g
els, “H

o
h

e Z
eit“ u

n
d

 ,,d
ick

er S
trich

“ 
Vergangenheitsdeutung und -bew

ahrung im
 w

estdeutschen 
N

aturschutz nach dem
 Zw

eiten W
eltkrieg, in: Joachim

 R
adkau u. 

Frank U
ekötter (H

g.), N
aturschutz und N

ationalsozialism
us 

(G
eschichte des N

atur- und U
m

w
eltschutzes 1), Frankfurt am

 

M
ain u. N

ew
 York 2003, S.363-396, hier S.394.

（
２
） 

森
涼
子
﹁
ド
イ
ツ
自
然
・
環
境
保
護
運
動
の
歴
史
─
研
究
動
向

と
今
後
の
展
望
を
め
ぐ
っ
て
─
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
第
一
二
〇
編
第
四

号
（
二
〇
一
一
）︑
六
〇
︲
八
五
頁
︒

（
３
） 

二
〇
〇
二
年
に
出
版
さ
れ
た
本
の
書
名
︒
出
版
の
い
き
さ
つ
に

つ
い
て
は
︑
前
記
論
文
六
三
頁
参
照
︒

（
４
） 

帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
を
は
じ
め
と
し
て
︑
自
然
保
護
関
係
の

諸
法
律
は
︑
い
わ
ゆ
る
全
権
委
任
法
の
適
用
と
し
て
︑
議
会
の
審
議

を
経
る
こ
と
な
く
発
布
さ
れ
て
お
り
︑
専
制
権
力
に
よ
っ
て
初
め
て

可
能
と
な
っ
た
法
律
で
あ
っ
た
︒

（
５
） 

帝
国
森
林
荒
廃
防
止
法
に
関
し
て
は
︑Michael Im

ort, “Eternal 
Forest - Eternal Volk“ The R

hetoric and R
eality of N

ational 
Socialist Forest Policy, in: Franz-Josef B

rüggem
einer, M

ark 
C

ioc und Thom
as Zeller (ed.), H

ow
 green w

ere the N
azis? 
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N
ature, environm

ent and nation in the Third Reich, O
hio 2005, 

p.50; Edeltraud K
lueting, D

ie gesetzlichen R
egelungen der 

nationalsozialistischen R
eichsregierung für den Tierschutz, den 

N
aturschutz und den U

m
w

eltschutz, in: N
aturschutz und 

N
ationalsozialism

us, S.89

を
参
照
︒

（
６
） 

Im
ort, E

ternal Forest, p.59.

（
７
） 

Im
ort, E

ternal Forest, p.53. 

ゲ
ー
リ
ン
グ
の
見
解
︒

（
８
） 

R
aym

ond H
. D

om
inick, The environm

ental m
ovem

ent in 
G

erm
any. Prophets &

 pioneers, 1871 - 1971, B
loom

ington 

1992, S.89.　

ド
イ
ツ
故
郷
保
護
同
盟
創
設
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
一

九
二
〇
年
代
よ
り
ナ
チ
ズ
ム
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
シ
ュ
ル
ツ
ェ
＝
ナ

ウ
ム
ブ
ル
ク(Paul Schulze N

aum
burg)

の
見
解
︒

（
９
） 

Im
ort, E

ternal Forest, p.55.

（
10
） 

Joachim
 R

adkau, H
olzverknappung und K

risenbew
ußtsein 

im
 18. Jahrhundert, in: G

eschichte und G
esellschaft, 9(1983), 

S.513-543, S.511.

（
11
） 

そ
の
代
表
例
と
し
て
経
済
史
家
ゾ
ン
バ
ル
トW

erner Som
bart

は
︑
当
時
︑
木
材
不
足
に
よ
っ
て
﹁
切
迫
し
た
資
本
主
義
の
終
焉
﹂

が
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
︑
と
解
釈
し
て
い
る
︒

（
12
） Stefan von B

elow, Stefan B
reit: W

ald – von der G
ottesgabe 

zum
 P

rivateigentum
. G

erichtliche K
onflikte zw

ischen 
Landesherren und U

ntertanen um
 den W

ald in der frühen 
Neuzeit ( Q

uellen und Forschungen zur Agrargeschichte, B
d. 43) , 

Stuttgart 1998, S.41-43.

（
13
） 

A
ugust B

ernhardt, G
eschichte des W

aldeigentum
s, der 

W
aldw

irtschaft und Forstw
issenschaft in D

eutschland, B
d.1 , 

B
erlin 1872. 

こ
こ
で
はvon B

elow
 u. B

reit, W
ald, S.44

か
ら
の

引
用
︒ 

（
14
） Fritz H

äusler, D
as Em

m
ental im

 Staate Bern bis 1978. D
ie 

altbernische Landesverw
altung in den Ä

m
tern B

urgdorf, 
Trachselw

ald, Signau, Brandis und Sum
isw

ald,2 B
de, B

d.1, 
B

ern 1958.

こ
こ
で
はvon B

elow
 u. B

reit, W
ald, S.44

か
ら
の
引

用
︒

（
15
） 

von B
elow

 u. B
reit, W

ald, S.37-41.

（
16
） 

各
地
の
支
配
者
た
ち
は
科
学
的
森
林
経
営
を
推
進
し
よ
う
と

し
︑
国
家
森
林
部
を
設
置
し
て
︑
新
し
い
森
林
経
営
を
国
有
林
に
広

め
た
︒M

ichael Im
ort, A

 Sylvan People. W
ilhelm

ine Foresty and 
the Forest as a Sym

bol of G
erm

andom
, in: Thom

as Lekan / 
Thom

as Zeller, : G
erm

any's N
ature. C

ultural Landscapes and 
Environm

ental H
istory, N

ew
 B

runsw
ick, N

ew
 Jersey 2005, 

pp.55-80, p.61.

（
17
） Friedem

ann Schm
oll, E

rinnerung an die N
atur. D

ie 
G

eschichte des N
aturschutzes im

 deutschen K
aiserreich 

( G
eschichte des N

atur- und U
m

w
eltschutzes, B

d.5) , Frankfurt 
am

 M
ain / N

ew
 York 2004, S.69-70. 

森
林
史
全
般
に
関
し
て
は
︑

H
ansjörg K

öster, G
eschichte des W

aldes. Von der U
rzeit bis zur 

G
egenw

art, M
ünchen 1998

参
照
︒

（
18
） 

G
o

ttlo
b

 K
ö

n
ig

, D
ie W

aldpflege aus der N
atur und 
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Erfahrung neu aufgefasst (1849); E
m

il A
dolf R

oßm
äßler, D

er 
W

ald, D
en Freunden und Pflegern des W

aldes geschildert 
(1860); K

arl G
ayer, D

er W
aldbau (1880); D

er G
em

ischte W
ald 

(1886). 
こ
こ
で
は
以
下
の
論
文
に
依
る
︒Im

ort, E
ternal Forest, 

p.46.

（
19
） 

Schm
oll, Erinnerung, S.72.  

教
養
市
民
層
の
あ
い
だ
で
は
︑

﹁
物
質
主
義
﹂﹁
高
度
工
業
化
さ
れ
た
︑
技
術
的
︑
合
理
的
文
明
﹂
へ

の
反
感
が
強
く
︑
そ
の
対
抗
物
と
し
て
の
︑﹁
自
然
主
義
﹂﹁
理
念
化

さ
れ
た
自
然
﹂
を
称
揚
し
た
︒Irene Seling, D

ie D
auerwaldbewegung 

in den Jahren zw
ischen 1880 und 1930 (Schriften aus dem

 
Institut für Forstökonom

ie der U
niversität Freiburg Bd.8), 

Freiburg 1997, S.39.

（
20
） 

Schm
oll, Erinnerung, S.69.

（
21
） 

Seling, D
auerw

aldbew
egung, S.50.　

ゼ
ー
リ
ン
グ
は
︑
こ

う
し
た
教
養
市
民
層
の
森
憧
憬
の
動
向
を
︑﹁
恒
続
林
運
動
﹂
と
名

付
け
て
い
る
が
︑
当
時
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
運
動
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
︑
ま
た
︑
他
の
森
林
学
研
究
︑
自
然
保
護
史
研
究
で
も
用

い
ら
れ
て
い
な
い
︒﹁
恒
続
林
運
動
﹂
は
ゼ
ー
リ
ン
グ
が
独
自
に
用

い
て
い
る
用
語
で
あ
る
︒

（
22
） 

ゲ
ー
リ
ン
グ
に
恒
続
林
理
念
を
伝
え
た
フ
ォ
ン
・
コ
イ
デ
ル
に

よ
れ
ば
︑
調
和
の
あ
る
恒
続
林
は
︑
美
し
い
だ
け
で
は
な
く
︑
木
材

生
産
性
と
い
う
点
で
も
優
れ
て
い
る
︒﹁
恒
続
林
に
お
け
る
木
材
生

産
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
︑
我
々
は
よ
り
一
層
混
合
林
へ
と

到
達
す
る
︒
そ
し
て
古
い
落
葉
樹
林
は
︑
自
然
保
護
︑
故
郷
保
護
の

要
求
に
沿
う
も
の
で
あ
り
︑
森
は
我
々
民
族
を
活
気
づ
け
︑
暖
め
る

の
で
あ
る
﹂
と
な
る
︒Seling, D

auerw
aldbew

egung, S.52.

（
23
） 

エ
バ
ー
ス
ヴ
ァ
ル
デ
は
︑
現
在
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
地
方
に

あ
る
︒

（
24
） 

A
. M

öller, D
er Blendersaum

schlag. Vortrag vor dem
 

D
eutschen Forstverein in Trier. Jahresbericht des D

eutschen 
Forstvereins, S.47-62, 

こ
こ
で
はSeling, D

auerw
aldbew

egung, 
S.57

か
ら
の
引
用
︒  

（
25
） 

A
lfred M

öller, D
er D

auerw
aldgedanke. Sein Sinn und seine 

Bedeutung, B
erlin 1922, S.22.

（
26
） M

öller, D
auerw

aldgedanke, S.6; A
. M

öller, R
eferat 

,,D
auerw

ald“ auf der Tagung des D
t. Forstvereins 1922 in 

D
essau, Jahresbericht des D

t. Forstvereins, 81-148 (93), 

こ
こ
で

はSeling, D
auerw

aldbew
egung, S.61-62

か
ら
の
引
用
︒

（
27
） 

M
öller, D

auerw
aldgedanke.

（
28
） 

Im
ort, E

ternal Forest, pp.48-49.; Seling, D
auerwaldbewegung, 

S.21-24. 

（
29
） 

Seling, D
auerw

aldbew
egung, S.64-65.

（
30
） 

Seling, D
auerw

aldbew
egung, S.35, 53.

（
31
） 

今
村
文
子
﹃
ロ
マ
ン
主
義
の
誕
生　

ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
と
イ
ェ
ー

ナ
の
前
衛
た
ち
﹄
平
凡
社　

一
九
九
一
年
︑
一
八
七
頁
︒Joachim

 
R

adkau, D
ie Ära der Ö

kologie, M
ünchen 2011, S.38-39.

（
32
） 

R
adkau, D

ie Ära, S.47.

（
33
） Lekan, Zeller, G

erm
any’s N

ature, p.57; K
laus Schriew

er, 
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A
spekte des N

aturbew
ußtseins. Z

ur D
ifferenzierung des 

,,Syndrom
s D

eutscher W
ald“, in: A

lbrecht Lehm
ann, K

laus 
Schriew

er (H
g.), D

er W
ald – E

in deutscher M
ythos? 

Perspektiven eines K
ulturthem

as (Lebensform
en Bd.16), B

erlin, 
H

am
burg 2000, S.67-82, hier S.73. 

（
34
） 

K
onrad K

östlin, D
er ethnisierte W

ald, in: L
ehm

an u. 

Schrieber, M
ythos, S.53-65, hier S.53.

（
35
） 

Jack Z
ipes, The Brothers G

rim
m

. From
 Enchanted Forest 

to the M
odern W

orld, N
ew

 Y
ork, L

ondon 1988, S.43 (

邦
訳　

鈴

木
昌
訳
﹃
グ
リ
ム
兄
弟　

魔
法
の
世
界
か
ら
現
代
の
世
界
へ
﹄
筑
摩

書
房　

一
九
九
一
年
︑
六
九
頁)　

こ
こ
で
は
筆
者
の
訳
に
よ
る
︒

（
36
） 

Z
ipes, The Brothers, S.44-45.

（
37
） 

 Z
ipes, The Brothers, S.52-53.

（
38
） 

大
野
寿
子
﹃
黒
い
森
の
グ
リ
ム
：
ド
イ
ツ
的
な
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
﹄
郁
文
堂　

二
〇
〇
八
年
︑
一
五
頁
︒

（
39
） 

von B
elow

 u. B
reit, W

ald, S.47.

（
40
） 

カ
ー
ル
・
ハ
ー
ゼ
ル
︑
山
縣
光
晶
訳
﹃
森
が
語
る
ド
イ
ツ
の
歴

史
﹄
築
地
書
館　

一
九
九
六
年
（K

arl H
asel, Forstgeschichte. 

Ein G
rundriß für Studium

 und Praxis, H
am

burg u.a. 

一
九
八
五
）

六
八
︲
八
〇
頁
︒

（
41
） 

von B
elow

 u. B
reit, W

ald, S.49.

（
42
） 

von B
elow

 u. B
reit, W

ald, S.51.

（
43
） Peter B

lickle, D
ie R

evolution von 1525, 2.A
uflage, 

M
ünchen u. W

ien 1981

（
初
版 

一
九
七
七
）, S.292.

（
邦
訳　

前

間
良
爾
︑
田
中
真
造
訳
﹃
一
五
二
五
年
の
革
命
：
ド
イ
ツ
農
民
戦
争

の
社
会
構
造
史
的
研
究
﹄
刀
水
書
房　

一
九
八
八
年
）︒
ブ
リ
ッ
ク

レ
ー
だ
け
で
な
く
︑
森
林
史
研
究
者
キ
ュ
ス
タ
ー
︑
ハ
ー
ゼ
ル
も
同

様
に
解
釈
し
て
い
る
︒K

üster, G
eschichte, S.93.

（
44
） 

von B
elow

 u. B
reit, W

ald, S.55.

（
45
） 

W
ilhelm

 H
einrich R

iehl, D
ie Naturgeschichte des deutschen 

Volkes (1854), hrsg. von G
unther Jpsen, L

eipzig 1936, S.73.

（
46
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.71-73.

（
47
） 

R
adkau, D

ie Ära, S.42, 48.

（
48
） 

Im
ort, Sylvan, p. 61.

（
49
） 

プ
リ
ニ
ウ
ス
﹃
博
物
誌
﹄︑
シ
ー
ザ
ー
﹃
ガ
リ
ア
戦
記
﹄
に
お

い
て
︑
辺
境
の
地
ゲ
ル
マ
ニ
ア
に
広
大
な
森
が
広
が
っ
て
い
る
︑
と

記
さ
れ
て
い
る
︒

（
50
） 

ト
イ
ト
ブ
ル
ク
の
森
の
戦
い
で
︑
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
は
ロ
ー
マ

軍
隊
を
打
ち
負
か
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
51
） Lekan u. Zeller, G

erm
any’s N

ature, pp.57-59.

（
52
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.71-73.

（
53
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.80.

（
54
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.80. ﹁
森
で
は
︑
思
う
が
ま
ま
に
︑

あ
ち
ら
︑
こ
ち
ら
歩
き
ま
わ
る
こ
と
が
で
き
︑
心
の
お
も
む
く
ま
ま

に
︑
歩
き
︑
跳
び
は
ね
︑
木
登
り
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
ゲ
ル
マ

ン
の
﹁
森
の
自
由
﹂
が
︑
ド
イ
ツ
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
保
存
さ
れ
て

い
る
﹂

（
55
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.79-80.
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（
56
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.80.
（
57
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.71.

（
58
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.80.

（
59
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.74, 78.

（
60
） 

R
iehl, N

aturgeschichte, S.77- 78.

（
61
） 

K
lueting, D

ie gesetzlichen, S.89.

（
62
） 

Im
ort, E

ternal Forest, pp.58-60.

（
63
） Frank U

ekötter, Erfolglosigkeit als D
ogm

a? Rebisionistische 
B

em
erkungen zum

 U
m

w
eltschutz zw

ischen dem
 Ende des 

Zw
eiten W

eltkrieg und der ,,ökologischen W
ende“, in: Franz-

Josef B
rüggem

eier u. Jens Ivo E
ngels (H

g.), N
atur- und 

U
m

w
eltschutz nach 1945, K

onzepte, K
onflikte, K

om
petenzen 

(G
eschichte des N

atur- und U
m

w
eltschutzes 4), Frankfurt am

 
M

ain, N
ew

 York 2005, S.103-123; Jens Ivo Engels, Naturpolitik 
in der Bundesrepublik. Ideenwelt und politische Verhaltensstile in 
N

aturschutz und U
m

w
eltbew

egung 1950-1980, Paderborn u.a. 
2006, S.161-192. 

工
業
に
よ
る
自
然
汚
染
へ
の
抗
議
は
一
九
世
紀
初

頭
よ
り
あ
る
︒
田
北
廣
道
氏
は
︑
一
九
世
紀
初
頭
の
ガ
ラ
ス
工
場
か

ら
︑
一
九
世
紀
後
半
の
化
学
工
業
に
よ
る
汚
染
問
題
ま
で
︑
実
証
的

な
事
例
研
究
を
発
表
し
て
い
る
︒﹁﹁
ド
イ
ツ
最
古
・
最
大
﹂
の
環
境

闘
争
︲
一
八
〇
二
／
〇
三
年
バ
ン
ベ
ル
ク
・
ガ
ラ
ス
工
場
逃
走
に
関

す
る
史
料
論
的
概
観
﹂﹃
経
済
学
研
究
﹄
六
九
／
三
・
四
（
二
〇
〇

三
）︑
二
三
五
︲
二
六
九
頁
︑
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
環
境
行
政

を
取
り
扱
っ
た
﹁
一
九
︲
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
行
政
の

諸
局
面
：
環
境
史
の
挑
戦
﹂﹃
経
済
学
研
究
﹄
七
〇
／
四
・
五
（
二

〇
〇
四
）︑
三
一
一
︲
三
三
九
頁
︑
一
九
世
紀
後
半
の
化
学
工
業
に

よ
る
汚
染
問
題
を
論
じ
た
﹁
一
九
世
紀
後
半
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る

工
業
化
と
環
境
立
法
の
整
備-

住
民
運
動
活
性
化
の
引
き
金
﹂﹃
経

済
学
研
究
﹄
七
二
／
五
・
六
（
二
〇
〇
六
）︑
一
九
︲
六
三
頁
︑
及

び
一
九
世
紀
後
半
の
ル
ー
ル
地
方
の
事
例
研
究
﹁
ル
ー
ル
地
方
の
化

学
工
業
と
環
境
運
動
：
一
八
七
五
︲
一
八
七
七
イ
エ
ガ
ー
染
料
会
社

を
例
と
し
て
﹂﹃
経
済
学
研
究
﹄
七
四
／
四
（
二
〇
〇
七
）︑
四
七
︲

九
一
頁
︑
更
に
︑
そ
の
前
史
を
扱
っ
た
﹁
ド
イ
ツ
化
学
工
業
勃
興
期

の
環
境
闘
争
：
一
八
六
四
︲
一
八
七
二
年
イ
エ
ガ
ー
染
料
会
社
の
場

合
﹂﹃
経
済
学
研
究
﹄
七
五
／
四
（
二
〇
〇
八
）︑
二
九
︲
七
三
頁
︒

（
64
） 

ド
ネ
ラ
・
Ｈ
・
メ
ド
ウ
ズ
（
ほ
か
）︑
大
来
佐
武
郎
監
訳
﹃
成

長
の
限
界　

ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
﹁
人
類
の
危
機
﹂
レ
ポ
ー
ト
﹄
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
社　

一
九
七
二
年
︒K

ai F. H
önem

örder, 1972- 
Epochenschw

elle der U
m

w
eltgeschichte? in: B

rüggerm
eier, Engels 

N
atur- und U

m
w

eltschutz nach 1945, S.124-144, hier S.133, 
137.

（
65
） 

緑
の
党
は
︑
一
九
八
三
年
に
︑
連
邦
議
会
入
り
を
し
た
後
︑
各

地
方
の
政
府
に
も
参
入
し
て
い
っ
た
︒
一
九
九
〇
年
に
は
︑
ニ
ー

ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
︑
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
両
州
に
お
い
て
︑
社
会
民
主

党
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
州
政
府
の
政
権
与
党
と
な

り
︑
一
九
九
八
年
の
連
邦
議
会
選
挙
で
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
第
一
党
と
な
っ
た

際
に
は
︑
緑
の
党
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
連
携
し
政
権
与
党
と
な
っ
た
︒﹁
緑

の
党
﹂
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
︑
西
田
慎
﹃
ド
イ
ツ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
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政
党
の
誕
生
：﹁
六
八
運
動
﹂
か
ら
緑
の
党
へ
﹄
昭
和
堂
二
〇
〇
九

年
参
照
︒

（
66
） 
書
籍
︑
小
冊
子
︑
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
︑
教
材
な
ど
︑
こ
の
テ
ー
マ

に
関
し
て
出
版
物
が
洪
水
の
よ
う
に
現
れ
た
︒
環
境
史
研
究
者
ブ

リ
ュ
ゲ
マ
イ
ヤ
ー
は
︑﹁
一
九
八
〇
年
代
︑
新
聞
も
ラ
ジ
オ
も
テ
レ

ビ
も
︑
こ
の
テ
ー
マ
を
流
し
た
︒
無
視
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ

た
﹂
と
回
想
し
て
い
る
︒C

hristof M
auch, N

ature in G
erm

an 
history, N

ew
 York, O

xford 2004, p.119.

（
67
） 

Frank U
ekötter, U

m
weltgeschichte im

 19. und 20. Jahrhundert 
(Enzyklopädie deutscher G

eschichte Bd.81), M
ünchen 2007, S.35.

（
68
） 

例
え
ば
︑
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
文
筆
家
カ
ネ
ッ
テ
ィE

lias C
anetti

は
︑
昔
な
が
ら
の
森
ロ
マ
ン
主
義
が
︑
ド
イ
ツ
人
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
と
述
べ
る
（
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
レ
ー
マ
ン
︑
識
名
章
吾
︑
大

淵
知
直
訳
﹃
森
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア　

ド
イ
ツ
人
の
自
然
観
と
森
林
文

化
﹄
法
政
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
五
年
︑
二
六
一
頁
）︒
カ
ナ
ダ
人

研
究
者
イ
モ
ー
ト
は
︑
伝
統
的
な
森
へ
の
親
近
感
は
ド
イ
ツ
人
の
な

か
で
生
き
て
い
る
と
し
て
︑
彼
の
論
文
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒

Im
ort, Sylvan, p.75.　

ハ
ン
ブ
ル
ク
の
民
族
学
者
レ
ー
マ
ン
も
︑

﹁
森
の
死
﹂
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
﹁
ド
イ
ツ
の
森
﹂
で
あ
っ

て
︑
森
の
神
話
︑
田
園
ロ
マ
ン
が
背
景
に
あ
る
︑
と
記
し
て
い
る
︒

Lehm
ann u. Schriever, D

er W
ald, S.209-210. 

ド
イ
ツ
自
然
・
環

境
保
護
史
研
究
の
先
駆
者
ラ
ト
ゥ
カ
ウ
も
ま
た ﹁
ド
イ
ツ
の
森
ロ
マ

ン
主
義
が
︑
森
の
死
に
際
し
て
︑
人
々
を
動
員
し
た
﹂
と
認
識
し
て

い
る
︒Joachim

 R
adkau, N

atur und M
acht. Eine W

eltgeschichte 
der U

m
w

elt, M
ünchen 2000, S.323.

（
院
第
二
一
回
生
︑
日
本
大
学
非
常
勤
講
師
）


