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人
・
自
然
・
人
工
の
関
係
を
再
構
築
す
べ
き
と
き

　

私
た
ち
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
、
人
、
自
然
、
人
工
、

神
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
。
人
間
が

地
球
上
に
登
場
し
て
き
た
と
き
、
当
然
な
が
ら
、
そ
こ
に

は
人
工
物
は
な
く
、
自
然
し
か
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
神

話
的
な
時
代
の
人
間
は
、
生
命
を
基
盤
と
し
て
生
き
て
お

り
、
自
然
に
対
す
る
畏
怖
と
い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
気
持

ち
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ギ
リ
シ
ャ
時
代
は
理
性
を
基
盤
と
し
た
時
代
で
あ
り
、

神
が
登
場
し
た
。
だ
が
、
こ
の
時
代
の
神
は
酒
を
飲
ん
だ

り
闘
争
を
し
た
り
と
い
う
人
間
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
。

い
わ
ば
、
自
然
と
人
を
取
り
持
つ
存
在
と
し
て
神
が
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　

中
世
に
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
な
る
と
、
神
が
独

立
し
て
絶
対
的
な
存
在
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
人
は
神
に

よ
っ
て
特
別
な
も
の
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
自
然
は
「
人
間

に
つ
く
っ
て
や
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
使
い
な
さ

い
」
と
神
に
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
し
た
。
神
と
人
と
自

然
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

近
代
に
な
る
と
、
科
学
が
神
の
存
在
を
抹
殺
し
た
。
人

が
自
然
を
支
配
し
て
、そ
の
間
に
人
工
を
つ
く
り
あ
げ
た
。

た
と
え
ば
、
自
然
の
寒
さ
を
避
け
て
、
密
閉
し
た
家
で
暖

房
に
あ
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、
す
べ
て
密
閉
し
、
気
候
の
よ
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そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
を
か
さ
に
権
威
を
ふ
り
か
ざ
し
て
い

た
教
会
の
抑
圧
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、

人
間
性
を
復
興
す
る
に
は
、
情
報
を
共
有
し
て
教
会
の
権

威
か
ら
解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
今
、
科
学
技
術
が
当
時
の
神
の
立
場
に
あ
る
。

科
学
技
術
自
体
は
け
っ
し
て
悪
い
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ

を
権
威
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
第
二
の

ル
ネ
サ
ン
ス
と
し
て
、私
た
ち
が
価
値
観
を
変
え
る
に
は
、

そ
う
し
た
科
学
技
術
万
能
の
考
え
方
か
ら
脱
却
し
、
科
学

技
術
を
相
対
化
し
、
情
報
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

れ
が
で
き
て
初
め
て
、
生
き
も
の
と
し
て
の
人
間
が
回
復

さ
れ
る
。

　

神
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
を
つ
く
っ
た
の
が
第
一
の
ル

ネ
サ
ン
ス
な
ら
ば
、
生
き
も
の
と
し
て
の
人
間
を
回
復
す

る
の
は
第
二
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
ん
で
も
よ
い
と
思
う
。

　

塩
野
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
ル
ネ
サ
ン
ス
が
成
し
遂

げ
ら
れ
た
と
き
、
人
び
と
は
「
な
ぜ
と
問
い
自
分
で
考
え

る
」
よ
う
に
な
り
、「
善
・
悪
を
自
ら
の
中
に
引
き
受
け
る
」

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
は
、「
よ
い
も
の
は

神
さ
ま
の
お
か
げ
、
悪
い
も
の
は
悪
魔
の
せ
い
」
と
考
え

て
い
た
が
、
そ
れ
を
自
分
で
判
断
し
て
選
択
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
「
精
神
的
に
強
い

人
間
」
で
あ
る
。
今
ま
さ
に
こ
れ
が
必
要
だ
。

科
学
技
術
万
能
の
考
え
方
か
ら
脱
却
す
る

　

価
値
観
を
変
え
る
の
は
難
し
い
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
、

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
そ
れ
は
い
く
ら
も
あ
る
。
人
間
性

に
注
目
し
て
、
価
値
観
を
変
え
た
例
と
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス

を
見
た
い
。
西
欧
の
例
だ
が
、
科
学
技
術
を
中
心
と
し
た

歴
史
を
扱
う
場
合
、
西
欧
で
考
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
も

現
代
と
つ
な
が
る
の
で
こ
れ
で
考
え
た
い
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
は
人
間
復
興
と
い
わ
れ
る
が
、
ど
ん
な
意

味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
共
感
し
て
い
る
塩

野
七
生
さ
ん
の
説
に
よ
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
重
要
な

人
物
が
二
人
い
る
と
い
う
。
一
人
は
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ

ン
チ
ェ
ス
コ
、
も
う
一
つ
は
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
リ
ー
ド

リ
ッ
ヒ
（
フ
ェ
デ
リ
ー
コ
）
２
世
だ
。

　

聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
業
績
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ

ま
で
ラ
テ
ン
語
で
行
わ
れ
て
い
た
説
教
を
イ
タ
リ
ア
語
に

変
え
た
こ
と
で
あ
る
。
誰
に
も
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
し

た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
情
報
の
共
有
と
い
う
点
で
重
要
で

あ
っ
た
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
２
世
は
、
宗
教
的
権
威
や
支
配
か
ら

自
由
な
立
場
を
と
っ
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
立
場
は
、
イ
タ
リ
ア
語
で
ラ
イ
コ
（Laico
）
と
呼

ば
れ
て
お
り
、「
私
た
ち
が
や
る
こ
と
考
え
る
こ
と
を
、

す
べ
て
神
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
は
な
い
」と
い
う
考
え
方
だ
。

い
と
き
も
大
気
と
接
し
な
い
建
築
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ

た
。

　

だ
が
、
人
間
が
自
然
を
す
べ
て
支
配
し
よ
う
と
す
る
文

明
に
は
も
う
限
界
が
見
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
Ｃ
Ｏ
２
を

25
％
減
ら
す
と
か
、
生
物
多
様
性
を
尊
重
す
る
と
い
っ
て

も
、
技
術
だ
け
で
、
そ
の
実
現
は
難
し
い
。
生
命
を
基
盤

に
し
て
、
人
と
自
然
と
人
工
の
関
係
を
再
構
築
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
価
値
観
を
変
え
る
こ
と
で
あ

る
。
生
命
を
基
盤
と
し
た
「
新
し
い
神
話
の
時
代
」
と
書

い
た
が
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
自
然
や
人
間
の
理
性
を
基

に
し
た
物
語
を
つ
く
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「人、自然、人工、神」の関係の変化
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て
人
間
が
自
然
の
な
か
で
暮
ら
す
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

道
具
を
つ
く
る
の
は
人
間
の
特
性
で
あ
り
、
69
億
人
は
人

工
な
し
に
は
暮
ら
せ
な
い
。
と
は
い
え
、
私
た
ち
は
人
工

だ
け
で
も
生
き
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、

自
然
の
理
解
で
あ
る
。

　

熱
帯
林
に
お
け
る
重
要
な
植
物
と
し
て
、
あ
る
種
の
イ

チ
ジ
ク
の
木
が
あ
る
。
一
年
じ
ゅ
う
実
が
な
っ
て
い
る
の

で
、
虫
や
鳥
や
動
物
の
食
料
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
の
実
を

割
っ
て
み
る
と
、
１
・
５
ミ
リ
ほ
ど
の
イ
チ
ジ
ク
コ
バ
チ

を
よ
く
見
か
け
る
。
実
の
な
か
に
卵
を
産
み
、
幼
虫
が
実

を
食
べ
て
育
つ
の
だ
。交
尾
を
終
え
た
メ
ス
の
コ
バ
チ
は
、

花
粉
を
抱
え
て
外
に
出
て
い
く
。
そ
う
し
て
、
つ
ね
に
コ

と
い
え
ば
、そ
れ
は
「
生
命
論
的
世
界
観
」
で
は
な
い
か
。

そ
の
根
本
は
、「
自
然
は
生
ま
れ
る
も
の
」
と
い
う
世
界

観
で
あ
る
。

　

宇
宙
物
理
学
で
は
、
宇
宙
は
「
無
」
か
ら
生
ま
れ
た
と

い
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
無
」
は
、
現
代
科
学
で

理
解
や
分
析
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
。
そ
こ
か
ら
出
発

し
て
、
10
の
マ
イ
ナ
ス
36
乗
秒
と
い
う
極
め
て
短
い
時
間

に
宇
宙
が
生
ま
れ
、
そ
の
後
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
広
が
り
が
あ
っ
て
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
が
発
生
。
今
も
宇
宙

は
膨
張
し
続
け
て
い
る
。

　

宇
宙
は
機
械
の
よ
う
な
不
変
の
確
固
と
し
た
存
在
で
は

な
く
、
生
ま
れ
て
き
て
変
化
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た

の
は
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
酸
素
や
炭
素
と
い
っ
た
物

質
は
、
全
宇
宙
の
４
％
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ

以
外
は
、
な
に
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
暗
黒
物
質
が
ほ
ぼ

20
％
。
残
り
の
75
％
が
、「
暗
黒
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
わ
か
っ
て
み
る
と
、
わ
か
ら
な
い

こ
と
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
い
う
の
が
自
然
で
あ
り
、

そ
れ
を
ま
た
解
い
て
い
く
の
が
科
学
の
面
白
さ
で
あ
る
。

「
愛
づ
る
」
を
新
し
い
価
値
観
の
基
本
に

　

自
然
に
眼
を
向
け
る
と
い
っ
て
も
、
太
古
の
昔
に
戻
っ

機
械
論
的
世
界
観
は
終
わ
っ
た

　

今
提
案
し
た
い
の
は
、
第
二
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
成
し
遂

げ
て
、
新
し
い
「
自
然
・
人
・
人
工
」
の
関
係
を
組
み
立

て
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
後
押
し
す
る
か
の

よ
う
に
科
学
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
り
、
世
界
観
が
根

本
か
ら
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

科
学
史
家
の
伊
藤
俊
太
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
17
世
紀
の
科

学
は
、
ガ
リ
レ
イ
、
ベ
ー
コ
ン
、
デ
カ
ル
ト
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
ら
に
よ
っ
て
機
械
論
的
世
界
観
を
つ
く
り
あ
げ
て
き

た
。
ガ
リ
レ
イ
は
、「
自
然
は
数
字
で
書
か
れ
た
書
物
」

と
表
現
し
、す
べ
て
が
数
式
で
理
解
で
き
る
と
し
た
。ベ
ー

コ
ン
は
そ
れ
を
受
け
て
「
自
然
の
操
作
的
支
配
」
が
で
き

る
と
述
べ
、
デ
カ
ル
ト
は
人
間
は
機
械
の
一
つ
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
粒
子
論
的
機
械
論

を
唱
え
、
自
然
も
人
間
も
、
分
子
、
原
子
、
ニ
ュ
ー
ト
リ

ノ
へ
と
分
解
し
て
い
く
こ
と
で
す
べ
て
が
解
明
さ
れ
る
と

い
う
立
場
を
と
っ
た
。

　

こ
う
し
た
「
機
械
論
的
世
界
観
」
の
基
本
的
な
発
想
は
、

世
界
は
確
固
と
し
た
存
在
で
あ
り
、
す
べ
て
が
分
析
可
能

だ
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
は
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
が
、

現
代
の
科
学
者
は
「
機
械
論
的
世
界
観
は
終
わ
っ
た
」
と

考
え
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
の
あ
と
で
ど
の
よ
う
な
世
界
観
が
あ
る
の
か

「生物の多様性」のほとんどが昆虫類と植物 
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深
ま
る
愛
情
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
非
常
に
知
的
な

愛
と
い
っ
て
い
い
。
日
本
の
自
然
が
こ
の
お
姫
さ
ま
を
生

ん
だ
の
だ
と
思
う
。

　

科
学
技
術
は
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
も
の
で
、
そ
れ

を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
価
値

観
を
変
え
ず
に
、
こ
の
よ
う
な
技
術
と
暮
ら
し
方
を
進
め

て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
が
幸
せ
で
は
な
い
。

新
し
い
価
値
観
の
基
本
に
据
え
る
べ
き
な
の
は
、
こ
の
お

姫
さ
ま
の
よ
う
に
、
自
然
を
よ
く
見
て
理
解
を
深
め
、
そ

れ
を
愛
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
あ
る
知
恵
を
引
き
出
し
て
い

く
と
い
う
「
知
」
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
知
」
を
ベ
ー
ス

に
し
て
、
環
境
に
対
応
し
た
新
し
い
暮
ら
し
方
を
生
み
出

す
こ
と
こ
そ
が
、今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

て
か
ら
の
命
は
は
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
本
当
の
生
き
る

力
を
も
っ
て
い
る
の
は
こ
の
虫
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

う
思
っ
て
よ
く
見
つ
め
る
と
、
虫
を
か
わ
い
い
と
思
う
の

は
う
な
ず
け
る
。

　

こ
の
姫
は
眉
を
そ
ら
ず
、お
歯
黒
も
し
な
い
。髪
が
じ
ゃ

ま
だ
と
い
っ
て
、
髪
を
耳
に
か
け
る
。
ど
れ
も
当
時
に
し

て
は
あ
り
え
な
い
行
動
だ
っ
た
が
、
今
の
私
た
ち
の
目
か

ら
見
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
本
当
の
意
味
の
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス

ト
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
お
姫
さ
ま
が
千
年
前
の
日
本

に
い
た
と
い
う
の
は
素
晴
ら
し
い
。

　
「
愛
づ
る
」
は
単
な
る
「
愛
」
で
は
な
い
。
も
の
ご
と

を
よ
く
見
て
、
そ
れ
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
っ
た
結
果
、

バ
チ
が
出
入
り
し
て
い
る
の
で
、
イ
チ
ジ
ク
に
は
い
つ
も

実
が
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、
熱
帯
林
に

あ
る
億
単
位
の
木
は
、
こ
の
１
・
５
ミ
リ
の
コ
バ
チ
が
育

て
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

生
物
多
様
性
と
い
う
こ
と
ば
が
最
近
に
な
っ
て
よ
く
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
多
様
性
の
ほ
と
ん
ど
が

昆
虫
類
と
植
物
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
知
る
と
、
自
然
の

見
方
が
で
き
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ー
コ
ン

は
「
自
然
の
操
作
的
支
配
」
と
、
人
間
が
自
然
を
支
配
で

き
る
と
言
っ
た
が
、
本
当
に
驚
く
べ
き
仕
事
を
し
て
い
る

の
は
虫
で
あ
り
植
物
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
い
な
け
れ
ば

森
も
酸
素
も
で
き
な
い
の
だ
。
私
た
ち
人
間
は
、
け
っ
し

て
神
に
代
わ
る
存
在
な
の
で
は
な
く
、
彼
ら
と
と
も
に
生

き
て
い
る
自
然
界
の
生
き
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
視

点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
私
た
ち
を
含
む
自
然
を
見
る
と
き
に
、
私
が

生
命
誌
研
究
館
の
仲
間
た
ち
と
共
有
し
て
い
る
キ
ー
ワ
ー

ド
「
愛
づ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
紹
介
し
た
い
。
こ
れ

は
、
堤
中
納
言
物
語
に
登
場
す
る
「
虫
愛
づ
る
姫
君
」
に

由
来
し
て
い
る
。
こ
の
お
姫
さ
ま
は
当
時
に
し
て
は
破
格

で
、
男
の
子
た
ち
に
虫
を
集
め
さ
せ
て
は
、
か
わ
い
が
っ

て
い
る
。
周
囲
の
大
人
は
困
惑
し
て
い
る
が
、
こ
の
姫
君

は
「
み
ん
な
は
虫
を
醜
い
と
い
う
け
れ
ど
、
育
っ
た
ら
き

れ
い
な
蝶
に
な
る
」
と
反
論
す
る
。
確
か
に
、
蝶
と
な
っ

本当のナチュラリストだった「虫愛づる姫君」 


