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害
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減
と

の
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ラ
ン
ス
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真
人

気
候
変
動
や
社
会
変
容
に
伴
っ
て
甚
大
化
す
る
災
害
の
被
害
を
軽
減
し
つ
つ
、
自
然
の
恵
み
を
享
受
し

続
け
る
た
め
に
は
、
地
域
の
自
然
と
社
会
の
変
容
に
対
応
し
た
地
域
文
化
の
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
地
域

に
お
け
る
森
林
や
水
な
ど
の
自
然
の
恵
の
中
で
、
ど
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
資
源
と
し
て
利
用
・
活
用
し
、

保
全
・
再
生
す
る
の
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
自
然
・
社
会
・
人
間
文
化
に
依
存
す
る
。
自
然
の
恵
み

の
享
受
と
被
害
軽
減
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
社
会
の
変
容
に
伴
っ
て
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
の
変
容
に

伴
う
未
来
社
会
の
創
成
に
お
い
て
は
、
過
去
の
社
会
変
容
に
お
い
て
、
地
域
文
化
が
変
わ
っ
て
き
た
部
分

と
変
わ
ら
な
い
部
分
の
見
極
め
が
重
要
で
あ
り
、
将
来
の
優
先
課
題
を
決
め
る
上
で
も
地
域
文
化
の
役
割

は
大
き
い
。
地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
が
令
和
六
年
度
に
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
自
然
が
も
た
ら
す
恩

恵
と
災
害
の
バ
ラ
ン
ス
の
再
考
を
、
社
会
の
変
容
と
地
域
文
化
と
の
関
係
か
ら
議
論
し
た
。
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
は
そ
の
内
容
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
五
件
の
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研
究
発
表
を
行
い
、
人
間
文
化
研
究
機
構
・
広
領
域
研
究
「
横
断
的
・
融
合
的
地
域
文
化
研
究
の
領
域
展

開
：
新
た
な
社
会
の
創
発
を
目
指
し
て
」
代
表
者
の
国
立
民
族
学
博
物
館
・
川
村
清
志
教
授
、
及
び
国
立

民
族
学
博
物
館
・
日
高
真
吾
教
授
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
中
か
ら
、
四
件
の
発
表
に
つ
い

て
取
り
ま
と
め
た
。
本
研
究
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
あ
た
り
、
サ
ポ
ー
ト
い
た
だ
い
た
関
係
各
位
に

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
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源
と
水
環
境
、�

水
循
環
と
水
の
価
値
の
多
様
性

谷
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真
人

水
の
捉
え
方
に
は
、
地
域
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
り
ま
す
が
、
水
の
災
害
を
軽
減
し
な
が
ら
、
水

の
恩
恵
の
享
受
を
維
持
で
き
る
地
域
を
ど
の
よ
う
に
作
っ
て
い
く
か
と
い
う
話
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
最
初
に
、
地
域
文
化
と
水
の
関
係
性
を
考
え
る
と
き
に
、
現
在
考
え
て
い
る
自
然
と
社
会
と
人
の
関

係
性
と
い
う
も
の
を
、
最
初
に
お
示
し
し
た
い
と
思
い
ま
す（

（
（

。
図
1
の
一
番
外
の
輪
は
「
自
然
」
を
示
し

て
お
り
、
地
球
環
境
あ
る
い
は
地
域
に
お
け
る
自
然
環
境
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は

大
気
や
水
、
生
態
系
、
海
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
球
や
地
域
に
お
け
る
自
然
が
、
そ
の
内
側
の
輪
に

書
い
て
あ
る
「
社
会
」
と
非
常
に
強
く
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
水
の
場
合
で
言
う
と
、
水
資
源
の
枯
渇
や
、

旱
魃
・
洪
水
の
よ
う
な
水
災
害
と
い
う
の
は
、
こ
の
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の

中
心
に
あ
る
の
が
、
人
間
文
化
と
し
て
の
水
で
あ
り
、
人
と
一
番
強
く
つ
な
が
る
部
分
で
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
人
の
生
き
方
自
体
が
ど
う
い
う
社
会
を
作
っ
て
い
く
か
、
ど
う
い
う
風
に
自
然
を
捉
え
る
か
と

地域文化における水資源と水環境、水循環と水の価値の多様性
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い
う
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
今
日

は
こ
の
人
と
社
会
と
自
然
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
水
と
い

う
も
の
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
、

水
に
関
す
る
要
素
と
し
て
、
水
の
循
環
、
水
の
環
境
、
水
の

資
源
、
水
の
価
値
の
多
様
性
と
い
う
、
こ
の
四
つ
を
考
え
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
四
つ
は
非
常
に
関
連
が
あ
っ
て
、

き
れ
い
に
は
切
り
分
け
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
水
の
環
境
に

強
く
つ
な
が
っ
て
く
る
一
つ
目
が
、
一
番
外
側
の
輪
の
自
然

の
部
分
で
す
。
地
域
の
自
然
や
地
球
環
境
で
す
。
二
つ
目
は

水
の
資
源
で
す
。
水
資
源
と
い
う
言
葉
は
人
間
活
動
と
非
常

に
つ
な
が
り
が
強
い
の
で
、
社
会
の
中
で
水
を
資
源
と
し
て

ど
う
使
っ
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
な
り
ま
す
。
三
つ
目
は
、
水
の
価
値
の
多
様
性
で
す
。
こ
れ
は
、
そ

れ
ぞ
れ
違
う
価
値
観
を
持
っ
た
人
が
ど
の
よ
う
に
水
を
多
様
に
理
解
し
て
、
多
様
な
価
値
を
共
有
し
て
い

く
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
部
分
で
す
の
で
、
こ
の
多
様
性
と
い
う
も
の
を
一
番
真
ん
中
の
人
の
と
こ
ろ
に

考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
つ
な
ぐ
の
が
循
環
と
い
う
こ
と
で
、
水
の
循
環
が
そ
れ
ぞ
れ
を
つ
な
げ
て
い
く
、

図 1　自然・社会・人の様々な要素と 
水の環境・資源・多様性・循環
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こ
う
い
う
フ
レ
ー
ム
で
今
日
は
お
話
し
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
図

1
）ま

ず
、
水
を
「
環
境
」
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
図
2

で
は
、
右
側
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
キ
を
置
い
て
い
ま
す

が
、
こ
の
一
番
下
の
層
は
、
水
、
大
気
、
そ
し
て
海
の
生
態
、
陸
の
生

態
で
す
。
一
七
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
構
造
的
に
示
し
た
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー

キ
で
は
、
こ
の
四
つ
を
一
番
下
の
層
で
あ
る
社
会
を
支
え
る
部
分
と
し

て
置
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
図
2
の
左
に
示
し
た
地
球
の
歴
史
や
生
命

の
歴
史
、
そ
し
て
人
類
の
歴
史
を
考
え
た
と
き
に
、
最
も
古
く
か
ら
存

在
し
て
い
る
部
分
で
す
。
地
球
が
で
き
て
四
六
億
年
。
生
命
が
生
ま
れ

て
三
八
億
年
。
そ
の
あ
と
に
人
類
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
類

が
生
ま
れ
る
前
の
環
境
が
人
間
社
会
を
支
え
て
い
る
、
そ
の
一
つ
が
水

だ
と
思
い
ま
す
。
水
を
環
境
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
意
味
は
、
こ
う
い

う
地
球
史
、
生
命
史
を
踏
ま
え
た
、
地
球
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
環

境
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

図 2　宇宙史・地球史・生命史・人類史・文明史と 
SDGs ウエデイングケーキ
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も
う
一
つ
の
視
点
と
し
て
は
、
水
を
「
循
環
」
と
し
て
捉
え

る
考
え
方
で
す
。
図
3
は
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
レ
ポ
ー
ト
Ａ
Ｒ
6
に
出
て

い
る
、
現
在
の
地
球
上
の
水
循
環
の
様
子
で
す
。
こ
こ
で
人
間

の
水
利
用
量
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
社
会
が

使
っ
て
い
る
水
の
量
は
、
地
球
上
に
降
っ
て
く
る
雨
の
量
に
比

べ
る
と
二
〇
分
の
一
程
度
で
す
。
ま
た
河
川
の
全
流
出
量
と
比

べ
る
と
約
二
分
の
一
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
く
ら
い
の
水
量
を
、
毎

年
わ
れ
わ
れ
は
陸
上
で
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

地
球
全
体
で
の
水
循
環
に
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
は
、

非
常
に
多
様
な
か
た
ち
で
水
は
循
環
し
て
い
ま
す
。
こ
の
循
環

の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
古
く
か
ら
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

今
か
ら
約
二
四
〇
〇
年
前
に
水
循
環
と
い
う
概
念
を
提
出
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
科
学
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
も
の
で

は
な
い
の
で
す
が
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
し
て
水
循
環
の
概
念
を
残

し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
の
は
、
雲

図 3　グローバル水循環
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が
い
つ
も
山
頂
で
で
き
、
そ
の
雲
が
人
々
の
頭
上
に
動
い
て
き
て
雨
を
降
ら
し
、
そ
の
雨
が
足
下
か
ら
地

中
に
入
り
、
山
を
駆
け
上
っ
て
い
く
と
い
う
、
こ
う
い
う
循
環
を
考
え
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
現
在
の
科

学
知
か
ら
言
う
と
、
方
向
性
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
概
念
と
し
て
、
水
が
循
環
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
正
し
い
わ
け
で
す
。
一
方
、
日
本
の
中
で
は
、
鴨
長
明
の
「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
も

と
の
水
に
あ
ら
ず
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
川
の
水
の
流
れ
を
見
な
が
ら
、
水
が
循
環
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
大
陸
の
水
で
あ
る
地
下
水
を
主
に
見
な
が

ら
循
環
の
概
念
を
考
え
つ
い
た
の
に
対
し
、
鴨
長
明
は
川
の
水
を
見
な
が
ら
こ
う
い
う
概
念
を
考
え
た
わ

け
で
す
。
い
ず
れ
も
水
循
環
を
水
の
フ
ロ
ー
と
し
て
、
つ
な
げ
て
捉
え
る
と
い
う
考
え
方
、
哲
学
的
な
考

察
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
日
本
で
は
、
も
う
少
し
過
去
に
遡
る
と
、
弘
法
大
師
と
し
て
知

ら
れ
る
「
空
海
」
が
、
八
世
紀
及
び
九
世
紀
前
半
に
、
地
形
や
植
生
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
を
総
合
的
に
判

断
し
て
、
こ
こ
に
水
が
湧
き
ま
す
よ
、
こ
こ
に
井
戸
を
掘
れ
ば
水
が
出
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
を
言
い
当
て

た
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
見
え
な
い
水
で
あ
る
地
下
水
を
想
像
し
て
、
水
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
水

循
環
を
想
像
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
す
。
日
大
の
河
野
先
生
が
ま
と
め
た
日
本
の
弘
法

水
の
研
究（

（
（

か
ら
は
、
水
に
関
す
る
多
く
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
日
本
中
に
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
一
五
〇
〇
カ
所
以
上
の
湧
水
、
井
戸
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
見
る
と
、
大
き
く
二
つ
の
種
類

地域文化における水資源と水環境、水循環と水の価値の多様性
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の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
同
じ
弘
法
水
で
同
時
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
つ
目
は
水
資
源
と
健

康
に
関
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
で
す
。
こ
れ
は
こ
の
水
を
利
用
で
き
る
、
あ
る
い
は
、
こ
の
水
を
飲
む
と
胃
が

よ
く
な
る
と
か
、
目
が
よ
く
見
え
る
と
か
、
健
康
に
関
す
る
内
容
で
す
。
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
利
己
的
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
よ
く
な
り
た
い
、
自
分
の
た
め
に
な
る
と
い
う
利
己
性
に
関

連
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
早
く
病
気
を
治
し
た
い
、
あ
る
い
は
早
く
水
を
た
く
さ
ん
飲
み
た
い
と
い
う
、
そ

う
い
う
短
期
的
な
視
点
の
、
人
の
感
情
や
欲
望
に
答
え
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
こ

の
よ
う
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
、
利
己
的
な
、
短
期
的
な
視
点
だ
け
で
は
な
く
て
、
二
つ
目
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
、
す

な
わ
ち
、
人
の
態
度
、
あ
る
い
は
倫
理
に
関
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
つ
な
げ
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
直
で

い
な
さ
い
と
か
、
人
に
親
切
に
し
な
さ
い
と
い
う
よ
う
な
、
利
他
的
、
あ
る
い
は
長
期
的
な
視
点
の
、
人

の
理
性
に
訴
え
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
セ
ッ
ト
で
、
こ
の
弘
法
水
に
は
あ
る
場
合
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
利
己
的
・
短
期
的
側
面
と
、
利
他
的
・
長
期
的
側
面
の
両
方
を
持
つ
、
人
の
心
と
体
と
自

然
環
境
に
関
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
、
一
二
〇
〇
年
以
上
も
語
ら
れ
、
信
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、
地
下
水

や
湧
水
の
保
全
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

水
を
「
環
境
」
や
「
循
環
」
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
に
加
え
て
、
水
の
価
値
の
「
多
様
性
」
と
い
う
捉

え
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
多
様
性
を
考
え
る
と
き
に
は
、
水
の
持
つ
物
理
的
な
多
様
性
、
例
え
ば
水
量
の

10



多
・
少
や
、
水
の
温
度
の
高
・
低
と
い
う
物
理
的
な
多
様
性

に
加
え
て
、
水
の
化
学
的
な
多
様
性
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
物
質
を
水
が
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
水
質

が
違
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
物
理
的
・
化
学
的
な
多
様
性
が
さ

ら
に
生
物
の
多
様
性
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
（
図
4
）。
水

の
価
値
の
多
様
性
を
考
え
る
と
き
に
は
、
こ
の
水
の
物
理
、
化

学
、
生
物
的
な
多
様
性
と
い
う
も
の
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い

ま
す
。

そ
の
う
え
で
、
わ
れ
わ
れ
が
水
に
接
す
る
と
き
に
、
い
ろ

い
ろ
な
言
葉
を
使
い
ま
す
。
雪
に
ま
つ
わ
る
言
葉
を
調
べ
て

み
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
、
北
陸
地
方
で
よ
く
使
う
雪
の

言
葉
に
は
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
北
陸
地
方
の
雪
は
非
常
に
べ

と
べ
と
し
た
、
水
分
の
多
い
雪
で
す
。
し
た
が
っ
て
北
海
道

で
の
雪
に
関
す
る
言
葉
と
は
異
な
っ
た
言
葉
を
使
い
ま
す
。

雨
と
雪
の
間
を
示
す
、
湿
っ
た
雪
に
関
す
る
言
葉
が
た
く
さ

図 4　水の物理的・化学的な多様性と生物多様性とのつながり

地域文化における水資源と水環境、水循環と水の価値の多様性
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ん
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
多
様
性
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
自
然
環
境
と
非
常
に
強

く
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
歴
博
に
い
た
池
上
さ
ん
が
水
に
関
す
る
言
葉
の
時
代
的
な
変
遷
を
ま
と
め
た
研

究（
（
（

で
は
、
近
世
の
前
期
や
中
期
ま
で
は
、
水
く
さ
い
と
い
う
言
葉
は
、
今
の
水
っ
ぽ
い
と
い
う
言
葉
の
意

味
も
含
ん
だ
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
が
、
近
代
、
現
代
に
な
っ
て
分
か
れ
て
い
っ
た
。
人
の
態
度

を
表
す
よ
う
な
水
く
さ
い
と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
言
葉
の

数
の
多
さ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
多
義
的
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
言
葉
の
多
様
性
も
非
常
に
重

要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
の
多
様
性
と
と
も
に
、
食
の
多
様
性
と
い
う
の
も
水
と
関
連
し
て
あ
り
ま
す
。
京
都
は
生
麩

で
有
名
で
す
が
、
こ
の
生
麩
を
作
る
の
に
は
大
量
の
水
が
必
要
で
、
こ
れ
で
、
澱
粉
（
で
ん
ぷ
ん
）
を
流

し
取
っ
て
グ
ル
テ
ン
を
食
べ
る
の
で
す
が
、
非
常
に
食
感
の
い
い
食
べ
物
で
す
。
こ
の
生
麩
を
長
年
作
っ

て
い
る
老
舗
の
ご
主
人
に
い
ろ
い
ろ
聞
い
た
の
で
す
が
、
代
々
地
下
水
を
使
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
し
た
。
地
下
水
で
は
な
く
水
道
水
を
使
う
と
、
夏
は
水
道
水
の
温
度
が
高
く
な
り
す
ぎ
て
溶
け
て
し

ま
う
し
、
冬
は
温
度
が
低
く
て
固
ま
り
す
ぎ
る
の
で
、
地
下
水
な
し
で
は
生
麩
は
作
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
一
定
の
温
度
の
地
下
水
が
な
い
と
、
こ
の
麩
は
作
れ
な
い
。
多
様
性
を
持
つ
特
別
な
水
（
地
下

水
）
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
食
の
多
様
性
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な

12



水
の
多
様
性
が
あ
る
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
水
の
多
様
性
と
食

の
多
様
性
の
つ
な
が
り
も
非
常
に
強
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
社
会
の
中
で
、
お
祭
り
や
儀
礼
を
含
め

た
水
文
化
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
愛
媛
県
の
西
条
市
の
お
祭
り
と
水
儀
礼
は
そ
の
一
例
で
す
が
、
だ
ん

じ
り
が
お
祭
り
の
最
後
に
加
茂
川
に
入
っ
て
、
そ
れ
で
お
祭
り
が
終
了
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
山
車
を
維

持
す
る
地
域
が
灌
漑
を
す
る
農
業
区
域
の
範
囲
と
非
常
に
近
く
、
水
田
に
水
を
回
し
て
稲
作
を
す
る
と
い

う
生
業
と
、
こ
の
お
祭
り
で
山
車
を
出
す
と
い
う
文
化
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
強
さ
を
反
映
し
て
い

る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
残
る
多
様
な
水
文
化
は
、
水
の
価
値
の
多
様
性

と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す（

（
（

。

最
後
が
、
水
を
資
源
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
し
て
水
を

資
源
と
し
て
使
っ
て
き
た
か
と
い
う
点
で
す
。
農
耕
文
明
が
中
心
に
な
っ
た
完
新
世
以
降
、
わ
れ
わ
れ
は

定
住
化
を
し
な
が
ら
水
を
使
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
の
農
耕
中
心
の
社
会
で
は
、
一
八
〇
〇
年
の
初
頭

ぐ
ら
い
ま
で
は
、
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
世
界
の
中
で
ア
ジ
ア
が
一
番
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す（

（
（

。
水
の

豊
富
な
モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
に
お
け
る
高
い
人
口
扶
養
力
が
社
会
を
支
え
て
い
た
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
そ
の
あ
と
に
、
産
業
革
命
を
き
っ
か
け
に
工
業
化
が
進
行
し
、
化
石
燃
料
の
登
場
に
よ
っ
て
世
界
経

済
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
ア
ジ
ア
の
地
位
は
下
が
っ
て
欧
米
と
逆
転
し
た
の
が
一
九
世
紀

地域文化における水資源と水環境、水循環と水の価値の多様性
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の
状
況
で
す
。
人
新
世
と
い
わ
れ
る
一
九
五
〇
年
頃
以
降
の
現
在
の
状
況
は
、
そ
の
化
石
燃
料
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
転
換
の
経
済
発
展
が
ア
ジ
ア
に
も
広
が
り
、
化
石
燃
料
を
ベ
ー
ス
に
し
た
社
会
の
経
済
発
展
に
よ
り
、

ま
た
ア
ジ
ア
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
シ
ェ
ア
は
欧
米
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
日
本
は
戦
後
に
、
太
平

洋
ベ
ル
ト
地
帯
を
造
る
と
き
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
化
石
燃
料
を
海
外
か
ら
運
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

で
、
大
き
な
港
湾
施
設
を
造
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
で
化
石
燃
料
を
た
く
さ
ん
海
外
か
ら
運
ぶ
こ
と
が
で

き
た
わ
け
で
す
が
、
一
方
で
、
戦
後
の
経
済
成
長
期
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
環
境
問
題
が
起
き
ま
し

た
。
大
気
汚
染
や
水
質
汚
染
、
そ
し
て
地
盤
沈
下
で
す
。
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
を
中
心
に
し
た
工
業
地
域

と
全
く
同
じ
場
所
に
、
こ
う
い
う
地
盤
沈
下
の
災
害
が
起
き
て
い
る
わ
け
で
す（

（
（

。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

も
と
も
と
あ
っ
た
モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
の
豊
富
な
水
に
、
海
外
か
ら
化
石
燃
料
を
輸
入
し
て
、
水
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
一
体
化
し
た
こ
と
で
経
済
発
展
を
し
て
、
こ
の
工
業
化
に
よ
る
経
済
発
展
が
水
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
シ
ナ
ジ
ー
効
果
と
し
て
現
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
環
境
問
題
と
経
済
と
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ

が
発
生
し
た
。
こ
れ
が
戦
後
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
の
、
水
の
資
源
と
し
て
の
使
い
方
の
変
化
だ
と
思
い

ま
す
。

こ
の
資
源
は
、
あ
る
程
度
一
定
の
均
質
性
を
保
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
飲
み
水
も
水
質
基
準
を
守
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
し
、
工
業
水
に
つ
い
て
も
、
水
を
資
源
と
す
る
た
め
に
は
均
質
な
性
質
を
保
つ
必
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要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
施
設
が
必
要
で
す
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の

資
源
と
し
て
の
水
の
利
用
が
、
そ
の
前
に
話
し
た
水
の
環
境
や
、
水
の
循
環
、
水
の
多
様
性
の
よ
う
な
も

の
を
凌
駕
し
て
、
資
源
と
し
て
の
水
の
捉
え
方
が
、
現
在
の
社
会
の
中
で
増
大
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言

え
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
、
人
新
世
に
お
け
る
水
の
捉
え
方
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
効

率
性
や
簡
易
性
と
い
っ
た
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
価
値
観
が
、
今
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
広
が
っ
て
い
る

中
で
、
水
が
持
っ
て
い
る
役
割
、
特
徴
の
う
ち
、
資
源
的
な
側
面
が
非
常
に
強
く
な
る
一
方
、
残
り
の
環

境
や
、
循
環
、
水
の
価
値
の
多
様
性
の
側
面
が
弱
く
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
現
状
に
お
い

て
、
で
は
水
災
害
の
被
害
を
減
ら
し
て
水
の
恩
恵
を
享
受
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
こ
の
水
の

恩
恵
の
中
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
資
源
と
し
て
水
を
使
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
環
境
、
あ
る
い
は
循

環
、
あ
る
い
は
多
様
性
の
中
に
含
ま
れ
る
恩
恵
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
が
し
っ
か
り
と
評
価
さ
れ
な
い
と
、
災

害
の
被
害
の
軽
減
と
恩
恵
の
享
受
と
い
う
両
義
性
を
保
て
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
く
つ
か
、
そ
の
災
害
の
軽
減
と
恩
恵
の
享
受
の
両
義
性
の
例
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
震
災

の
前
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
岩
手
県
の
大
槌
町
で
長
く
調
査
を
し
て
き
ま
し
た
。
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
、
震
災
前
と
震
災
後
で
い
わ
ゆ
る
時
間
的
な
断
絶
が
社
会
の
中
で
起
き
た
分
け
で
す
。
自

然
科
学
的
に
は
、
地
震
が
起
き
て
、
そ
の
影
響
で
水
の
量
や
水
質
が
変
わ
り
、
あ
る
い
は
生
態
系
が
変
わ

地域文化における水資源と水環境、水循環と水の価値の多様性
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る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
調
査
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
例
え
ば
大
槌
湾
と
、
そ
の
北
側
に
あ
る
船
越
湾
で
、

水
産
資
源
の
地
域
差
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
た
わ
け
で
す
。
通
常
、
湾
曲
性
が
高

い
ほ
ど
、
そ
こ
に
地
下
水
を
含
め
た
水
が
集
中
し
、
水
に
溶
け
込
ん
で
い
る
栄
養
分
も
た
く
さ
ん
湾
に
集

ま
り
ま
す
。
湾
曲
性
の
高
い
湾
ほ
ど
、
高
い
水
産
資
源
、
高
い
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
、
高
い
水
の
恩
恵
を
受

け
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
一
方
で
、
湾
曲
性
が
高
い
と
、
地
震
の
後
の
津
波
の
影
響
も
大
き
い
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
リ
ス
ク
の
非
常
に
高
い
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
恩
恵
と
リ
ス
ク
の
関
係
が
、
湾
曲
性
と
い

う
か
た
ち
で
非
常
に
強
く
表
れ
て
い
る
場
所
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
防
潮
堤
を
建
て
て
リ
ス
ク
を

下
げ
る
、
つ
ま
り
津
波
の
被
害
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
防
潮
堤
を
建
て
る
と
、
陸
と
海
が
遮

断
さ
れ
て
恩
恵
が
減
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
人
新
世
に
お
け
る
持
続
可
能
な
社
会

に
向
け
て
の
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
被
害
の
軽
減
と
恩
恵
の
享
受
の
関
係
性
は
世
界
中
に
あ
り
ま
す
。
図
5
は
過
去
三
〇
年
間
に

お
け
る
自
然
災
害
の
数
の
変
化
を
表
し
て
い
ま
す
。
地
震
や
火
山
噴
火
に
よ
る
災
害
数
は
あ
ま
り
変
わ
っ

て
い
な
い
の
で
す
が
、
洪
水
や
内
水
氾
濫
の
水
害
被
害
数
は
、
三
〇
年
間
で
三
倍
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
原
因
の
一
部
は
、
温
暖
化
に
よ
り
豪
雨
が
増
え
て
い
る
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
、
わ

れ
わ
れ
の
生
き
方
と
し
て
、
ど
こ
に
人
は
住
む
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
標
高
一

16



メ
ー
タ
ー
以
下
に
住
む
人
の
数
を
調
べ
て
み
る
と
、
ア
ジ
ア
が
一
番

多
く
、
図
6
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
四
四
〇
〇
万
人
で
す（

（
（

。
そ
の
中
で
、

日
本
は
四
番
目
に
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
標
高
一
メ
ー
タ
ー
以
下
の

ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト

に
住
む
人
の
数
と
い
う

の
は
、
こ
の
二
〇
年
間

で
三
〇
％
増
え
て
い
ま

す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
に
見

て
も
、
標
高
の
低
い
地

域
で
水
害
に
よ
る
被
害

が
増
え
て
い
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に

住
む
人
の
数
も
増
え
て

い
る
。
こ
れ
が
人
新
世

に
お
け
る
現
況
で
す
。

図 5　災害発生件数の推移

図 6　標高 1 メートル以下に住む人の数

地域文化における水資源と水環境、水循環と水の価値の多様性
谷口 真人
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被
害
の
軽
減
と
恩
恵
の
享
受
を
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
た
も
の
で
考
え
る
と
、
琵
琶
湖
―
淀

川
流
域
の
統
合
水
管
理
に
関
す
る
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
ダ
ム
に
よ
る
洪
水
対
策

が
長
ら
く
議
論
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
統
合
的
に
琵
琶
湖
と
淀
川
を
全
体
と
し
て
管
理
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
現
在
も
進
め
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
ダ
ム
に
よ
る
リ
ス
ク
の
軽
減
と
、
一
方
で
生
態
系
を
利

用
し
た
水
の
調
整
と
い
う
こ
と
で
、
Ｅ
ｃ
ｏ-

Ｄ
Ｒ
Ｒ
（Disaster Risk Reduction

）
と
い
う
考
え
方
も

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
国
際
的
に
もNature-based Solutions

と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
、

自
然
を
利
用
し
た
災
害
の
軽
減
と
い
う
概
念
を
も
と
に
、
災
害
を
止
め
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
対
策
が
進

ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
被
害
の
軽
減
と
恩
恵
の
享
受
と
い
う
の
を
水
量
で
考
え
て
み
る
と
、
水
の

量
は
多
す
ぎ
て
も
少
な
す
ぎ
て
も
、
そ
れ
が
災
害
に
な
り
ま
す
。too m

uch w
ater to control

と
い
う
の

は
水
が
多
す
ぎ
て
洪
水
の
よ
う
な
水
災
害
が
起
き
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、too little w

ater 
to survive

と
い
う
の
は
、
水
が
少
な
す
ぎ
て
人
間
が
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
水
量
が
少
な

す
ぎ
る
と
干か

ん

魃ば
つ

が
起
き
ま
す
し
、
あ
る
量
よ
り
も
多
す
ぎ
る
と
洪
水
が
起
こ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
人
間
社

会
（
人
間
以
外
の
生
物
、
環
境
や
い
ろ
い
ろ
な
多
様
性
も
含
む
）
が
受
け
る
恩
恵
は
、
水
が
増
え
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
段
階
ま
で
は
恩
恵
が
増
え
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
と
、
ダ
ム
や
防
潮
堤
の
問
題
は
、

洪
水
や
津
波
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
安
全
性
ラ
イ
ン
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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た
だ
こ
の
安
全
至
上
主
義
と
い
う
の
が
、
水
の
恩
恵
を
減
じ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
も
あ
り
ま

す
。も

う
一
つ
は
水
質
の
話
で
す
が
、
こ
れ
は
沿
岸
海
洋
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
す
。
瀬
戸
内
海
は
、
た
く
さ
ん

の
都
道
府
県
を
ま
た
い
だ
閉
鎖
性
水
域
の
海
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
戦
後
、
非
常
に
多
く

の
汚
染
物
質
が
海
に
流
れ
込
ん
で
赤
潮
等
が
発
生
す
る
と
い
う
、
栄
養
過
多
に
よ
る
汚
染
の
問
題
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
瀬
戸
内
海
も
含
め
た
水
質
保
全
の
法
律
も
で
き
て
、
そ
れ
を
ほ
ぼ
食
い
止
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
一
方
で
、
そ
の
結
果
、
今
度
は
栄
養
塩
が
少
な
く
な
り
、
貧
栄
養
に
な
っ
て
海
苔
の
色
落
ち

や
、
水
産
資
源
の
減
少
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
最
近
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
受
け
て
二
〇
二
一
年
に
、
一
部
、
栄
養
塩
の
管
理
を
入
れ
た
部
分
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
、
兵

庫
県
は
、
国
の
全
体
的
な
汚
染
を
止
め
る
と
い
う
一
斉
の
規
制
と
は
少
し
違
う
や
り
方
を
始
め
て
い
ま
す
。

こ
の
水
質
に
関
し
て
言
う
と
、
高
度
成
長
期
に
で
き
た
規
制
と
い
う
の
は
、
現
在
の
自
然
環
境
、
あ
る
い

は
社
会
環
境
に
本
当
に
適
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
汚
染
と
栄
養
塩
と
い
う
の
は
コ
イ
ン
の
裏
表
で
、
汚
染

の
規
制
を
進
め
す
ぎ
る
と
恩
恵
の
部
分
が
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
規
制
を
緩
和
し
た
ほ
う
が
い
い
の

か
、
続
け
る
ほ
う
が
い
い
の
か
と
い
う
、
こ
う
い
う
議
論
が
、
今
、
進
ん
で
い
ま
す
。
環
境
用
水

（Environm
ental flow

）
と
い
わ
れ
て
い
る
、
環
境
に
必
要
な
用
量
な
ど
の
水
の
恩
恵
の
部
分
の
評
価
が
、

地域文化における水資源と水環境、水循環と水の価値の多様性
谷口 真人
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今
、
必
要
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
水
の
災
害
の
評
価
と
恩
恵
の
評
価
は
、
災
害
の
研
究
は
進
ん

で
い
る
の
に
恩
恵
の
研
究
は
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
研
究
の
フ
レ
ー
ム
は
全
く
ほ
か
の
分
野
で
も
同
じ
で
、
生

物
多
様
性
に
関
す
る
絶
滅
危
惧
種
な
ど
に
関
す
る
研
究
は
進
ん
で
い
ま
す
が
、
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
評
価

は
、
あ
ま
り
進
ん
で
い
ま
せ
ん
し
、
医
学
の
分
野
で
も
、
う
つ
病
に
関
す
る
研
究
は
進
ん
で
い
る
の
に
、
幸

福
に
関
す
る
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
恩
恵
と
被
害
の
関
係
は
同
等
で
は
な

い
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
は
人
類
が
生
き
延
び
て
い
く
た
め
に
、
被
害
に
対
す
る
対
応
の
方
が
強
く
現
れ
る

と
い
う
の
は
当
然
だ
と
思
う
の
で
、
こ
う
い
う
フ
レ
ー
ム
で
考
え
つ
つ
、
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
災
害
の

軽
減
と
恩
恵
の
享
受
の
両
義
性
の
理
解
を
進
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
議
論
の
一
部
に
で
き

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

こ
の
被
害
と
恩
恵
の
関
係
、
あ
る
い
は
均
質
性
と
多
様
性
の
関
係
と
い
う
の
は
、
総
合
地
球
環
境
学
研

究
所
で
今
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
、
地
球
人
間
シ
ス
テ
ム
の
共
創
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま

す
。
今
年
か
ら
、
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
公
募
も
始
め
る
予
定
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

は
、
自
然
を
資
源
と
し
て
の
み
見
る
価
値
体
系
か
ら
、
多
様
な
自
然
環
境
や
社
会
環
境
に
生
か
さ
れ
る
人

間
社
会
と
見
る
価
値
体
系
へ
の
転
換
と
い
う
こ
と
な
ど
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
、
自
然
と
人
間

を
対
峙
、
分
離
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
か
ら
、
規
範
に
基
づ
く
共
生
に
向
け
て
、
人
と
社
会
と
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自
然
の
中
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
境
界
を
再
設
定
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
際
さ
ら
に
必
要

に
な
る
の
が
、
個
人
と
他
者
と
の
関
係
性
や
、
集
団
間
、
あ
る
い
は
世
代
間
に
お
け
る
分
断
を
乗
り
越
え

て
、
価
値
、
実
践
の
共
有
と
、
そ
れ
を
制
度
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
日
話
し
た
よ
う
な
内
容
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
価
値
を
認
識
し
て
、
そ

れ
を
行
動
に
移
し
て
、
そ
れ
を
制
度
化
し
て
社
会
を
変
え
て
い
く
か
と
い
う
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

ン
と
非
常
に
強
く
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
でT3 Earth Forum

（
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

キ
ュ
ー
ブ
・
ア
ー
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：https://w

w
w.chikyu.ac.jp/taniguchi.program

/
kenkyukai.htm

l#forum

）
と
い
う
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
立
ち
上
げ
て
い
ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
も
う
一
つ
は
、
ユ
ネ
ス
コ
のW

ater M
useum

 Global Netw
ork

と
い
う
活
動
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
水
を
中
心
に
し
た
博
物
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
想
で
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
、
今
、
で
き
つ
つ
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
水
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
サ
イ
エ
ン
ス

を
つ
な
ぐ
と
い
う
考
え
方
で
、W

ater M
useum

s
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
進
め
て
い
ま
す
。

来
年
五
月
に
、
バ
リ
島
で
行
わ
れ
るW

orld W
ater Forum

で
、
こ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
立
ち
上
げ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
水
の
関
連
の
博
物
館
が
ま
だ
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

地域文化における水資源と水環境、水循環と水の価値の多様性
谷口 真人
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考
古
学
と
民
族
誌
か
ら
み
た
景
観
の
歴
史
的
連
続
性

羽
生�

淳
子

そ
れ
で
は
、
発
表
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
教
授
で
、
地

球
研
の
客
員
教
授
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
羽
生
淳
子
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
で
の
授
業
の
関
係
で
、
日
本
に
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
の
発
表
の
タ
イ
ト
ル
は
「
考
古
学
と
民
族
誌
か
ら
み
た
景
観
の
歴
史
的
連
続
性
」
で
す
。
私
た
ち
の

グ
ル
ー
プ
の
研
究
で
は
、
災
害
や
環
境
変
動
に
対
し
て
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
が
高
い
社
会
を
目
ざ
す
た
め
に
は
、

食
・
生
業
の
多
様
性
や
環
境
管
理
を
含
む
、
在
来
知
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
長
期
的
な
記
憶
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
日
は
、
在
来
知
の
重
要
性
を
、
景
観
の
歴
史
的
な
連
続
性
と
い
う
観
点
か
ら

理
解
し
、
そ
れ
を
環
境
教
育
と
い
う
か
た
ち
で
伝
え
る
努
力
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
の
発
表
で
鍵
に
な
る
重
要
な
概
念
と
し
て
は
、「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
日
本
語
で

は
、
弾
力
性
と
か
回
復
力
、
復
元
力
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
レ
ジ
リ
エ

考古学と民族誌からみた景観の歴史的連続性
羽生 淳子
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ン
ス
の
概
念
と
、
在
来
知
、
景
観
の
三
つ
を
鍵
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
環
境
教
育
を
行
っ
て
い
く
か
、
景

観
の
連
続
性
と
そ
の
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
各
地
域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
ど
う
考
え
る
か
、
に
つ
い
て
研

究
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

私
の
専
門
は
、
縄
文
時
代
の
考
古
学
で
す
。
二
〇
一
〇
年
に
地
球
研
の
訪
問
外
国
人
研
究
員
と
し
て
滞

在
し
た
折
、
は
じ
め
は
、
縄
文
時
代
の
生
業
の
集
約
化
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
、
と
自
己
紹
介
を
し
ま

し
た
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、「
縄
文
時
代
、
何
千
年
も
前
の
生
業
の
集
約
化
と
言
わ
れ
て
も
ね
。
地
球
研
と

ど
う
つ
な
が
る
の
？
」
と
首
を
傾
げ
る
方
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、「
食
の
多
様
性
が
な
く
な
っ
た

ら
、
数
千
年
前
の
縄
文
時
代
で
も
困
っ
た
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
研
究
を
し
て
い
る
」

と
説
明
を
し
直
し
た
ら
、
そ
れ
な
ら
お
も
し
ろ
い
、
と
地
球
研
の
皆
様
が
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。

私
が
特
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
約
六
〇
〇
〇
年
前
、
で
ん
ぷ
ん
質
の
食
料
が
主
食
と
し
て
登
場

し
た
後
に
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
な
変
化
が
起
き
て
、
そ
れ
が
文
化
の
盛
衰
や
人
口
の
増
減
に
ど
う
関
わ
っ

た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
の
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
歴
史
生
態
学
の
視
点
か
ら
研
究
し
て
い
ま

す
。
歴
史
生
態
学
と
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
人
間
の
環
境
へ
の
適
応
よ
り
も
、
人
間
活
動
の
環
境
に
対
す

る
影
響
を
重
視
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
人
間
の
文
化
や
生
態
系
に
影
響
を
与
え
て
き
た
の
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か
を
考
え
る
学
問
で
す
。

歴
史
生
態
学
で
は
、
人
間
と
環
境
と
の
相
互
関
係
の
持
続
性
を
考
え
る
際
に
、
マ
ク
ロ
な
視
点
が
重
要

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
研
究
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
時
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
を
扱
い
ま

す
が
、
歴
史
生
態
学
的
な
研
究
で
は
、
特
に
長
期
変
化
が
重

要
で
す
。
空
間
的
に
は
、
地
域
の
景
観
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

と
い
う
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
の
分
析
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ

て
い
ま
す
。
私
自
身
の
研
究
で
も
、
時
空
間
の
両
者
に
つ
い

て
、
マ
ク
ロ
な
分
析
へ
の
興
味
が
特
に
強
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。私

は
、
縄
文
時
代
の
人
口
は
、
縄
文
中
期
（
約
五
四
〇
〇

〜
四
四
〇
〇
年
前
）
ま
で
は
順
調
に
伸
び
て
い
た
け
れ
ど
も
、

中
期
の
生
業
が
特
定
の
植
物
性
食
料
に
依
存
し
す
ぎ
た
結
果
、

食
べ
物
の
多
様
性
が
低
下
し
て
、
こ
れ
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を

低
下
さ
せ
て
人
口
減
少
を
引
き
起
こ
す
一
因
と
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
い
ま
す
（
図
1
参
照
）。

図 1　小山修三（1984）による縄文時代早期～ 
晩期の人口推定値
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も
ち
ろ
ん
気
候
変
動
の
影
響
を
注
意
し
て
お
く
必
要
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
人
口
減
少
の
主

原
因
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

縄
文
時
代
は
、
約
一
六
、〇
〇
〇
年
前
か
ら
一
万
年
以
上
、
非
常
に
長
い
時
間
続
き
、
二
八
〇
〇
年
く
ら

い
前
か
ら
、
農
耕
社
会
の
弥
生
時
代
に
移
行
し
ま
し
た
。
歴
史

を
考
え
る
場
合
、
農
耕
の
始
ま
り
と
そ
れ
以
前
を
大
き
く
分
け

て
考
え
ら
れ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
歴
史
生
態

学
の
視
点
か
ら
見
ま
す
と
、
農
耕
は
、
人
間
と
環
境
と
の
か
か

わ
り
方
の
一
つ
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

縄
文
時
代
の
中
で
も
、
文
化
の
複
雑
性
の
萌
芽
は
、
約

七
〇
〇
〇
年
か
ら
五
四
〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
前
期
か
ら
見
ら

れ
ま
す
。
こ
の
時
期
は
、
早
期
と
前
期
、
で
ん
ぷ
ん
質
食
料
が

主
食
と
な
っ
て
い
く
時
期
と
重
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
考
え
あ

わ
せ
る
と
、
日
本
列
島
に
お
け
る
歴
史
の
最
大
の
転
機
は
、
縄

文
時
代
と
弥
生
時
代
の
境
目
で
は
な
く
、
縄
文
時
代
前
期
頃
と

考
え
る
こ
と
も
可
能
で
す
（
図
2
）。

図 2　考古学からみた日本の時代区分
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縄
文
時
代
前
期
に
続
く
縄
文
時
代
中
期
（
約
五
四
〇
〇
〜
四
四
〇
〇
年
前
）
は
、
植
物
質
食
料
の
採
集

道
具
や
加
工
道
具
の
石
器
が
き
わ
め
て
多
く
出
土
し
て
石
器
の
多
様
性
が
減
少
す
る
こ
と
か
ら
、
で
ん
ぷ

ん
質
食
料
の
重
要
性
が
高
く
な
っ
た
時
期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
の
縄
文
時
代
後
期
に
な
る
と
、
石

器
を
は
じ
め
と
す
る
道
具
の
多
様
性
が
ま
た
増
え
て
き
ま
す
。
道
具
の
多
様
性
は
生
業
の
多
様
性
、
食
の

多
様
性
と
直
結
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
縄
文
時
代
中
期
は
、
食
の
多
様
性
が
減
り
す
ぎ
た
時
期
か

も
し
れ
な
い
と
言
う
仮
説
を
立
て
、
特
に
東
北
と
関
東
地
方
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
デ
ー
タ
を
分
析

し
て
い
ま
す
。

縄
文
時
代
に
利
用
可
能
だ
っ
た
で
ん
ぷ
ん
質
食
料
と
し
て
は
、
ク
リ
、
ド
ン
グ
リ
、
ト
チ
、
ワ
ラ
ビ
、
ク

ズ
、
ユ
リ
根
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
コ
メ
や
雑
穀
が
加
わ
っ
て
弥
生
時
代
が
始
ま
る
わ

け
で
す
が
、
従
来
の
歴
史
観
で
は
、
弥
生
時
代
に
お
け
る
稲
作
の
開
始
の
重
要
性
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
た

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
は
、
水
田
稲
作
農
耕
以
外
の
雑
穀
類
の
畑
作
が
、
弥
生
時
代
以
降
、
古
代

〜
中
近
世
ま
で
、
日
本
各
地
で
重
要
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
民
族
史
誌
資
料
か
ら
も
、
近
代
、

一
九
五
〇
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
、
特
に
山
間
部
で
は
、
雑
穀
栽
培
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
人
間
と
自
然
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
際
に
は
、
縄
文
時
代
か

ら
近
現
代
に
い
た
る
景
観
利
用
の
連
続
性
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
、
特
に
非
水
田
地
帯
で
は
重
要
で
は
な

考古学と民族誌からみた景観の歴史的連続性
羽生 淳子

27



い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

考
古
学
は
古
い
時
代
を
扱
う
の
で
、
現
代
の
社
会
と
は
あ
ま
り
関
係
な
い
と
考
え
る
方
が
多
い
か
と
思

い
ま
す
が
、
実
際
に
は
日
本
の
現
代
社
会
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
分
野
で
す
。
戦
前
・
戦
中
の
皇
国

史
観
の
も
と
で
は
、
狩
猟
採
集
民
が
日
本
列
島
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
す
ら
話
せ
な
い
時
代
が
続
き
ま

し
た
が
、
戦
後
、
考
古
学
は
、
科
学
的
な
学
問
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
大
き
な
転
換
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
高
度
経
済
成
長
期
に
は
大
規
模
な
土
地
開
発
が
日
本
各
地
で
お
こ
り
、
高
速
道
路
、
工
業
団
地
、

新
幹
線
や
ダ
ム
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
開
発
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
遺
跡
破
壊
が
伴
う
と
い

う
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
は
、
数
多
く
の
遺
跡
保
護
運
動
が
お

こ
り
、
文
化
財
保
護
法
も
改
正
さ
れ
て
、
重
要
な
遺
跡
が
破
壊
さ
れ
る
場
合
に
は
、
遺
跡
は
破
壊
す
る
け

れ
ど
も
発
掘
記
録
は
残
す
と
い
う
か
た
ち
で
考
古
学
の
実
践
は
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
近

年
、
緊
急
発
掘
数
が
減
っ
て
き
て
発
掘
予
算
も
減
少
し
て
い
る
中
で
、
考
古
学
の
価
値
は
何
な
の
だ
ろ
う

と
い
う
課
題
が
改
め
て
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
各
地
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
考
古
学
者
と
地
元
の
研
究
者
の
地
道
な
努
力
が
実
っ
て
、
地

域
の
方
々
と
の
協
働
や
、
地
域
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
一
緒
に
歴
史
を
考
え
る
と
い
う
視
点
が
う
ま
く

活
か
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
図
3
に
は
、
私
が
経
験
し
た
遺
跡
破
壊
と
緊
急
発
掘
の
一
部
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を
示
し
て
い
ま
す
。
上
の
二
枚
の
写
真
は
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
、
私
が
子
ど
も

の
頃
に
育
っ
た
横
浜
市
港
北
区
日
吉
近
辺
の
遺
跡
が

正
式
な
発
掘
調
査
を
経
な
い
で
破
壊
さ
れ
た
実
例
で

す
。
そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代

に
は
図
の
下
段
に
示
し
た
よ
う
な
緊
急
発
掘
が
盛
ん

に
な
っ
て
、
そ
の
デ
ー
タ
が
、
現
在
で
は
、
考
古
学

的
な
視
点
か
ら
歴
史
的
な
景
観
の
利
用
の
連
続
性
と

そ
の
変
化
を
考
え
る
際
の
貴
重
な
資
料
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
状
況
で
す
。

緊
急
発
掘
数
の
推
移
（
図
4
）
を
見
ま
す
と
、

一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
う
な
ぎ

登
り
に
上
が
っ
て
い
っ
た
の
が
、
一
九
九
〇
年
代
半

ば
、
バ
ブ
ル
崩
壊
の
直
後
か
ら
緊
急
発
掘
数
が
減
り

は
じ
め
、
そ
の
後
ま
た
少
し
は
増
え
ま
し
た
け
れ
ど

図 3　大規模開発と遺跡の破壊・記録保存（1960 ～ 1980 年代）
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も
、
全
体
と
し
て
は
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
ま
す
。

二
〇
一
一
年
か
ら
緊
急
発
掘
が
ま
た
少
し
増
え
て
い

る
の
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
復
興
工
事
に
よ
る
道

路
建
設
な
ど
で
緊
急
発
掘
が
増
え
た
影
響
も
あ
り
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
長
期
的
に
見
て
、
日
本
の

考
古
学
は
開
発
と
と
も
に
進
ん
で
き
た
学
問
で
あ
り
、

こ
こ
に
き
て
考
古
学
の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
念
頭
に
置
い
た
上

で
、
こ
こ
で
日
本
考
古
学
と
民
族
（
俗
）
学
の
関
係

を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
縄
文
時
代
の

考
古
学
を
始
め
た
頃
に
は
、
縄
文
時
代
は
何
千
年
も

昔
の
こ
と
な
の
で
、
日
本
の
民
族
誌
資
料
ど
の
程
度

つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
、
大
き
な
疑
問
が
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
民
族
誌
を
読
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、
地

図 4　緊急発掘と学術発掘の件数の推移（Habu ＆ Okamura 2017）
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域
の
農
村
、
漁
村
、
山
村
に
は
在
来
知
、
伝
統
知
が
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
お
り
、
環
境
管
理
や
資
源
利

用
に
関
す
る
在
来
知
の
一
部
の
起
源
は
縄
文
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
在
来
知
の
中
に
は
、
ド
ン
グ
リ
食
に
つ
い
て
の
知
識
も
含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
民
族
誌
に
は
、
ド

ン
グ
リ
の
加
工
法
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
録
も
存
在
し
ま
す
。
漆
器
の
製
作
も
縄
文
時
代
ま
で
遡
る
在
来

知
で
あ
り
、
漆
掻
き
職
人
さ
ん
に
よ
る
生
漆
の
生
産
と
漆
器
製
作
技
術
に
つ
い
て
の
民
族
誌
も
参
考
に
な

り
ま
す
。

日
本
の
農
村
で
、
山
の
幸
の
重
要
性
、
特
に
木
の
実
や
山
菜
、
キ
ノ
コ
、
動
物
な
ど
の
利
用
に
つ
い
て

お
話
を
伺
う
と
、
縄
文
時
代
に
利
用
さ
れ
て
い
た
資
源
と
重
な
る
部
分
が
多
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
ま

た
、
里
山
の
人
為
的
管
理
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
焼
畑
や
野
焼
き
を
含
む
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
記
録
を

見
る
と
、
人
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
源
が
安
定
し
て
保
た
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
利
用
可
能
な
資
源

が
増
え
た
、
と
い
う
事
例
が
多
く
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
谷
口
さ
ん
の
、
水
に
つ
い
て
の

お
話
と
も
重
な
っ
て
く
る
部
分
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

主
食
と
な
る
で
ん
ぷ
ん
質
食
料
に
つ
い
て
、
日
本
の
食
文
化
に
つ
い
て
は
、
コ
メ
に
重
点
を
置
い
た
解

釈
を
し
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
日
本
の
民
族
誌
で
は
、
雑
穀
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
で
ん
ぷ
ん
質
な
食
料

が
多
様
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
飢
饉
や
天
候
不
順
の
際
に
は
、
多
様
な
食
料
資
源
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
プ
ラ

考古学と民族誌からみた景観の歴史的連続性
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ン
と
し
て
二
重
、
三
重
に
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
食

の
多
様
性
は
、
地
域
の
食
料
シ
ス
テ
ム
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
直
結
し
て
い
て
、
そ
の
歴
史
の
一
部
は
縄
文

時
代
ま
で
遡
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
研
究
で
大
事
な
の
は
、
景
観
利
用
の
歴
史
的
連
続
性
と
そ
の
変
化
を
、
部
分
で
見
る
の
で

は
な
く
、
マ
ク
ロ
な
地
域
レ
ベ
ル
で
考
え
る
視
点
で
す
。
ま
た
、
時
間
の
ス
ケ
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
長
期

的
な
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
考
え
て
、
短
期
的
な
経
済
効
率
よ
り
も
長
い
目
で
見
た
場
合
の
持
続
可
能
性
を
考

え
る
必
要
性
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
考
古
学
で
は
、
地
域
の
博
物
館
や
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
た
普
及
活
動
や
、
地
域
住
民

と
の
連
携
が
さ
か
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
世
界
遺
産
「
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」
の
一
つ
と
し

て
登
録
さ
れ
て
い
る
岩
手
県
二
戸
郡
一
戸
町
の
御
所
野
遺
跡
で
は
、
遺
跡
博
物
館
の
学
芸
員
や
、
地
域
の

友
の
会
、
支
え
る
会
の
会
員
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
方
々
が
一
緒
に
な
っ
て
普
及
活
動
を
行
い
、
地
域
住
民
と

連
携
を
進
め
て
い
ま
す
（
図
5
）。
地
域
の
人
々
が
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
な
形
で
遺
跡
の
保
存
と
活
用
に
関
わ
っ

て
い
る
好
例
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
博
物
館
自
体
も
民
族
誌
の
デ
ー
タ
収
集
や
環
境
教
育
の
実
践
に
熱
心

で
、
か
ご
編
み
の
材
料
を
集
め
て
地
域
の
方
々
と
協
働
で
実
験
的
な
試
み
を
進
め
た
り
し
て
い
ま
す
（
図

5
）。
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御
所
野
遺
跡
は
一
つ
の
例
で
す
が
、
日
本
各
地
の
地
方
公
共
団
体
、

そ
れ
か
ら
各
地
の
博
物
館
な
ど
で
も
同
様
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
御
所
野
遺
跡
の
例
で
も
、
縄
文
時
代
の
層
か
ら
出
土

し
た
種
子
な
ど
を
見
ま
す
と
、
過
去
と
現
在
の
景
観
利
用
に
、
驚
く

ほ
ど
類
似
点
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
私
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら
二
〇
一
七

年
三
月
ま
で
の
三
年
間
に
わ
た
っ
て
、
地
球
研
の
フ
ル
リ
サ
ー
チ
で
、

「
地
域
に
根
ざ
し
た
小
規
模
経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
性
」
と
い
う
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
略
称
は
「
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」）
の
リ
ー

ダ
ー
を
務
め
ま
し
た
（
図
6
）。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
環
境
問

題
を
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
人
類
史
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
い
う
立

場
を
取
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
大
規
模
で
画
一
的
な
生
産
活
動

を
推
し
進
め
て
食
の
多
様
性
を
失
う
と
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る

か
に
つ
い
て
、
過
去
と
現
在
の
デ
ー
タ
か
ら
考
え
、
そ
の
成
果
を
実

践
・
普
及
・
政
策
提
言
と
い
う
形
で
未
来
に
生
か
す
こ
と
を
目
指
し

図 5　岩手県一戸町御所野縄文博物館における普及活動と在来知の活用
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ま
し
た
。

ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
ニ
ッ
セ
イ
財
団
か
ら
学
際
的
総

合
研
究
助
成
を
い
た
だ
い
て
、「
ヤ
マ
・
カ
ワ
・
ウ
ミ
に

生
き
る
知
恵
と
工
夫
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
ー

ダ
ー
も
務
め
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
岩
手

県
宮
古
市
閉
伊
川
の
流
域
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て

い
ま
す
。
在
来
知
、
地
域
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
、
環

境
教
育
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
を
中
核
と
し
て
、
閉
伊

川
流
域
の
他
に
、
比
較
研
究
と
し
て
岩
手
県
二
戸
市
浄

法
寺
の
漆
掻
き
職
人
さ
ん
や
福
島
県
の
各
地
域
の
農
家

の
方
々
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
（
図
7
）。

小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
出
発
点
は
、
食
と
生

業
の
多
様
性
が
な
く
な
る
と
、
災
害
時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
プ
ラ
ン
が
な
く
な
っ
て
困
る
、
と
い
う
問
題
提
起
で

し
た
。
し
か
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
て
し
ば
ら
く

図 6　小規模経済プロジェクトの概要
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す
る
と
、
多
様
性
と
と
も
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
、
地
域
の
自
立
性
、
英
語
で
い
う
とautonom
y

や

sovereignty
も
大
事
だ
と
い
う
認
識
が
出
て
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
く
と
、
景
観
、
在
来
知
、
レ

ジ
リ
エ
ン
ス
、
と
い
う
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮
か
び
上
が
っ

て
き
ま
し
た
。

景
観
は
、
今
日
の
発
表
の
中
心
テ
ー
マ
で
す
。「
人
間
活
動

の
影
響
を
受
け
た
土
地
、
水
、
動
植
物
相
の
総
体
」
と
定
義

で
き
ま
す
。
二
番
目
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
在
来
知
は
、
そ

れ
が
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
山
、
川
、
海

の
連
環
が
保
た
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
三
番
目
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
は
、「
シ
ス
テ
ム
が
生
態
系
の

乱
れ
を
吸
収
し
て
基
本
的
な
機
能
と
構
造
を
維
持
す
る
能
力
」
と
定
義
さ
れ
ま
す
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
概

念
は
、
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
両
方
の
レ
ベ
ル
で
人
間
と
環
境
と
の
相
互
関
係
を
モ
デ
ル
化
し
、
生
態
学
の

研
究
者
と
学
際
的
な
議
論
を
行
う
際
に
有
効
で
す
。

図 7　「ヤマ・カワ・ウミに生きる知恵と工夫」 
プロジェクトの概要
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こ
の
よ
う
な
理
論
的
基
盤
に
も
と
づ
い
て
、
私
た

ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
数
年
前
か
ら
続
い
て
い

る
人
間
文
化
研
究
機
構
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
地
球
研
ユ

ニ
ッ
ト
の
成
果
報
告
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
Ｖ
ｏ
ｌ
．

1
〜
3
、
4
〜
7
の
計
六
冊
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
出

版
し
ま
し
た
（
図
8
）。
Ｖ
ｏ
ｌ
．
1
は
、
東
日
本
大

震
災
後
の
岩
手
県
宮
古
市
と
福
島
県
に
お
け
る
、
災

害
に
対
す
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
関
す
る
事
例
研
究
の

紹
介
で
す
。
Ｖ
ｏ
ｌ
．
2
と
Ｖ
ｏ
ｌ
．
6
で
は
、

ニ
ッ
セ
イ
財
団
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
力
を
入
れ
た
、

岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
で
の
調
査
報
告
で
、
こ
の
地

域
に
お
け
る
漆
の
あ
る
景
観
と
、
地
域
の
レ
ジ
リ
エ

ン
ス
と
の
関
係
を
考
察
し
ま
し
た
。
Ｖ
ｏ
ｌ
．
4
で

は
、
北
海
道
の
二
風
谷
に
お
け
る
、
ア
イ
ヌ
の
方
々

に
よ
る
ダ
ム
裁
判
の
意
義
と
、
ダ
ム
建
設
後
の
文
化

図 8　「レジリエントな地域社会」シリーズのブックレット
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景
観
の
変
化
、
住
民
の
方
々
の
努
力
と
地
域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
Ｖ
ｏ
ｌ
．
7
は
、

ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
見
た
長
期
的
持
続
性
と
里
山
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
農
生
態
系
か
ら
見
た
生
物

多
様
性
と
人
類
学
者
・
考
古
学
者
が
見
た
生
業
と
食
の
多
様
性
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
理
論
的
な
視
点

か
ら
議
論
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
内
容
の
う
ち
、
災
害
に
対
す
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
つ
い
て
、
二
つ
の
事
例

を
紹
介
し
ま
す
。
最
初
の
事
例
は
、
Ｖ
ｏ
ｌ
．
1
で
扱
っ
た
、
宮
古
市
鍬
ケ
崎
小
学
校
元
校
長
の
笹
川
さ

ん
か
ら
伺
っ
た
、
同
小
学
校
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
前
と
震
災
後
の
環
境
教
育
の
試
み
で
す
。
鍬
ケ
崎

小
学
校
で
は
、
震
災
前
、
在
来
知
と
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
な
が
ら
防
災
環
境
教
育
を
行
っ
て

い
ま
し
た
。
防
潮
堤
が
な
か
っ
た
鍬
ケ
崎
エ
リ
ア
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
高
齢
の
方
々
か
ら
在
来
知
に
関

す
る
お
話
を
伺
っ
て
手
作
り
の
防
災
避
難
マ
ッ
プ
を
作
り
、
印
刷
屋
さ
ん
に
持
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
た

時
に
震
災
が
起
こ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
避
難
に
つ
い
て
の
準
備
が
で
き
て
い
た
の
で
、
整
然
と
行
動
す

る
こ
と
が
で
き
、
被
害
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
た
と
い
う
お
話
で
し
た
。
こ
の
場
合
の
在
来
知
は
、
単
な

る
知
識
と
い
う
よ
り
は
命
を
守
る
た
め
の
知
恵
と
い
え
ま
す
。
震
災
後
も
、
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
震
災
体

験
の
聞
き
取
り
に
も
と
づ
い
て
五
つ
の
提
言
を
ま
と
め
、
冊
子
を
作
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
が
続
け

ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。
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二
番
目
に
ご
紹
介
し
た
い
の
は
、
ニ
ッ
セ
イ
財
団
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
連
携
し
て
福
島
県
の
農
家
の
方
々

か
ら
伺
っ
た
、
震
災
に
よ
る
原
発
事
故
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
Ｖ
ｏ
ｌ
．
5
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
成

果
で
す
。
福
島
の
農
家
の
方
に
お
話
を
伺
い
に
行
く
前
に
は
、
原
発
事
故
に
よ
る
被
害
は
あ
ま
り
に
も
大

き
い
の
で
、
在
来
知
や
小
規
模
経
済
と
い
う
視
点
で
対
応
で
き
る
レ
ベ
ル
を
超
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
危
惧
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
お
話
を
伺
っ
て
み
ま
す
と
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、

地
域
の
在
来
知
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
地
域
を
生
か
し
て
い
こ
う
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
出
て
き
た

し
、
食
・
生
業
の
多
様
性
の
維
持
や
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
考
え
る
時
に
は
在
来
知
の
理
解
が
不
可
欠
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
福
島
の
農
家
の
方
々
と
対
話
を
重
ね
て
い
く
中
で
、
地

域
の
歴
史
的
な
背
景
を
抜
き
に
し
て
は
、
こ
の
地
域
の
農
家
の
方
々
の
努
力
は
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。

福
島
の
農
家
の
方
々
か
ら
の
お
話
を
伺
う
と
、
短
期
的
な
経
済
効
率
を
追
い
求
め
る
だ
け
で
は
う
ま
く

い
か
な
い
と
い
う
問
題
意
識
は
震
災
前
か
ら
あ
り
、
成
長
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
持
続
可
能
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の

シ
フ
ト
の
必
要
性
は
徐
々
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
中
で
起
こ
っ
た
原
発
事
故
の

被
害
は
深
刻
だ
け
れ
ど
も
、
在
来
知
と
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
被
災
後
の
活
動
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
太
陽
光
発
電
や
植
物
油
の
生
産
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
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が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
景
観
と
一
体
に
な
っ
た
地
域
固
有
の
物
質
文
化
や
在
来
知
が
、
人
々
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
過
疎
化
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
雇
用

労
働
の
法
人
化
や
、
東
京
に
比
較
的
近
い
と
い
う
地
の
利
を
生
か
し
て
自
給
自
足
を
目
ざ
す
若
者
の
移
住

を
奨
励
す
る
、
な
ど
の
新
し
い
試
み
が
見
ら
れ
ま
す
。

発
表
の
最
後
に
、
私
た
ち
が
現
在
、
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
の

研
究
者
と
共
同
で
行
っ
て
い
る
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
概
念
の
再

検
討
に
つ
い
て
、
少
し
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち

が
使
っ
て
い
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
議
論
は
、
も
と
も
と
生
態
学

者
に
よ
る
一
九
七
〇
年
代
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
モ
デ
ル
か
ら
き
て

い
ま
す
。
八
の
字
型
で
表
さ
れ
る
適
応
サ
イ
ク
ル
の
モ
デ
ル（
図

9
）
は
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
研
究
に
関
わ
っ
て
い
る
研
究
者
の

方
で
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思

い
ま
す
。

適
応
サ
イ
ク
ル
の
モ
デ
ル
で
は
、
生
態
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を

そ
の
機
能
の
特
徴
か
ら
四
期
に
分
け
、
生
物
群
集
の
活
動
が
、
小

図 9　適応サイクルのモデル 
（Holling ＆ Gunderson 2022: 34 より作成）
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規
模
・
多
様
で
柔
軟
な
ｒ
期
か
ら
、
よ
り
大
規
模
で
安
定
し
て
い
る
安
定
期
の
Ｋ
期
へ
と
向
か
う
変
化
を

想
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
過
程
で
、
短
期
的
な
効
率
性
は
上
が
り
ま
す
が
、
多
様
性
が
減
少
し
す
ぎ
て
シ

ス
テ
ム
が
硬
直
化
す
る
と
、
解
体
期
Ω
期
に
移
行
し
、
そ
れ
は
や
が
て
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
再
構
成
期

で
あ
る
α
期
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
図
に
し
て
し
ま
う
と
機
械
的
に
み
え
ま
す
が
、
シ

ス
テ
ム
の
機
能
に
お
け
る
多
様
性
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
人
類
学
者
も
民
族
誌
の
調
査
に
も
と
づ
い
て
、

以
前
か
ら
指
摘
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
の
大
先
輩
に
当
た
る

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
コ
ル
ソ
ン
さ
ん
は
、
そ
の
著
作
「
豊
作
の
年

と
不
作
の
年
―
自
給
的
社
会
の
食
料
戦
略
―
」（
一
九
七
九
）

に
お
い
て
、
自
給
的
社
会
の
核
に
な
る
要
素
と
し
て
、
生
業

と
食
の
多
様
性
を
最
も
重
視
し
、
そ
の
他
の
戦
略
と
し
て
、
食

料
の
貯
蔵
、
知
識
の
継
承
、
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
を

あ
げ
て
い
ま
す
。

適
応
サ
イ
ク
ル
の
モ
デ
ル
は
、
シ
ス
テ
ム
の
長
期
変
化
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
モ
デ
ル
化
す
る
パ
ナ
ー
キ
ー
理
論
（
図
10
）

の
一
部
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
頃
か
ら
多
く
の
研
究

図 10　パナーキーの視点からみた短期・
中期・長期適応サイクル 

（Holling et al. 2022: 75 より作成）
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者
に
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
パ
ナ
ー
キ
ー
理
論
で
は
、
図
10
に
示
し
た
よ
う
に
、
在
来
知
を

含
む
長
期
的
な
記
憶
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
適
応
サ
イ
ク
ル
と
パ
ナ
ー
キ
ー
に
関
す
る
近
年

の
議
論
で
は
、
八
の
字
型
の
モ
デ
ル
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
元
来
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
理
論
の
中
核
で
あ
っ

た
生
態
シ
ス
テ
ム
の
多
重
安
定
性
の
概
念
が
以
前
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
だ
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

農
業
や
環
境
管
理
を
行
う
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
活
動

の
影
響
が
環
境
に
加
わ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
、
モ
ノ
カ
ル

チ
ャ
ー
な
ど
多
様
性
が
減
少
し
た
生
業
活
動
で
は
、
環
境
の

安
定
性
を
保
つ
の
に
必
要
な
他
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
な
く
な
り
、

図
11
の
左
下
（
単
峰
型
）
の
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム
が
き
わ
め

て
不
安
定
な
状
態
に
な
り
ま
す
。
生
態
シ
ス
テ
ム
の
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
を
考
え
る
場
合
、
最
も
望
ま
し
い
の
は
、
図
11
の
右

下
に
示
し
た
よ
う
に
、
複
数
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
持
つ
多
重
安

定
的
で
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。

八
の
字
型
の
の
適
応
サ
イ
ク
ル
の
モ
デ
ル
が
出
て
き
た
背

図 11　レジリエンス理論から見たシステムの 
安定性（日鷹・羽生 2022: 35 より作成）
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景
と
し
て
、
ホ
リ
ン
グ
ら
の
著
作
（Holling et al. 2002

）
で
は
、
多
重
安
定
的
な
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
モ
デ

ル
で
は
、
シ
ス
テ
ム
が
常
に
進
化
し
続
け
る
状
態
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
説
明
を
し
て
い
ま

す
。
図
11
に
示
し
た
適
応
サ
イ
ク
ル
の
モ
デ
ル
を
私
た
ち
が
使
う
場
合
、
こ
の
モ
デ
ル
は
多
重
安
定
性
の

議
論
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
思
い
ま
す
。

今
回
の
機
構
の
地
域
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
住
友
財
団
か
ら
地
球
研
に
研
究
助
成
を
い
た
だ
い
て

い
る
「
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
見
た
持
続
可
能
な
食
料
生
産
と
景
観
保
全
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

も
連
携
し
て
、
食
料
生
産
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
、
在
来
知
と
農
生
態
系
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら

検
討
し
、
さ
ら
に
そ
の
成
果
を
食
農
環
境
教
育
に
つ
な
げ
る
と
い
う
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
発
表
時
間
が

な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
日
は
環
境
教
育
の
実
例
に
つ
い
て
の
説
明
は
省
略
し
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
は
、
環
境
教
育
に
つ
い
て
地
元
の
方
々
と
い
ろ
い
ろ
な
協
働
を
行
い
、
多
く
を
学
び
ま
し
た
。

地
域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
、
特
に
災
害
へ
の
弾
力
性
を
考
え
る
場
合
、
景
観
の
歴
史
的
連
続
性
を
理
解
し
、

在
来
知
を
再
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
在
来
知
は
、
単
な
る
知
識
や
実
践
で
は
な
く
、
人
々
が
共
有

す
る
世
界
観
と
密
接
に
関
係
し
て
い
て
、
短
期
的
な
経
済
的
成
長
モ
デ
ル
と
は
異
な
っ
た
思
考
体
系
で
す
。

在
来
知
か
ら
見
た
シ
ス
テ
ム
の
弾
力
性
は
、
景
観
の
保
全
と
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
た

ち
考
古
学
者
が
特
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
物
質
文
化
の
役
割
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
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の
よ
う
な
研
究
を
行
う
場
合
、
短
期
的
な
思
考
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
短
期
か
ら
長
期
に
わ
た
る
交
錯

す
る
複
数
の
時
間
ス
ケ
ー
ル
か
ら
文
化
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
地
域
住
民

と
共
に
考
え
る
環
境
教
育
で
は
、
特
に
長
期
的
な
視
点
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
最
後

に
、
学
際
的
・
超
学
際
的
な
研
究
の
重
要
性
を
改
め
て
強
調
し
て
こ
の
発
表
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

考古学と民族誌からみた景観の歴史的連続性
羽生 淳子
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三
陸
海
岸
の
伝
統
知
・
地
域
知
を
活
か
し
た
新
た
な
取
組
み

深
町�

加
津
枝

「
三
陸
海
岸
の
伝
統
知
・
地
域
知
を
活
か
し
た
新
た
な
取
組
み
」
に
つ
い
て
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
専
門
分
野
は
造
園
学
、
景
観
生
態
学
で
す
。
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
空
間
と
し

て
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
を
押
さ
え
た
り
、
人
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
を
生
態
学
的
に
見
た
り
、
人

が
ど
の
よ
う
に
自
然
と
か
か
わ
っ
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
認
識
し
て
い
る
か
を
把
握
し
た
り
し
ま
す
。
三

陸
海
岸
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
お
話
し
す
る
内
容
と
関
係
す
る
の
は
、
や
は
り
豊
か
な
自
然
環
境
、
そ
し

て
自
然
資
源
を
活
か
し
た
薪
炭
利
用
や
食
文
化
、
生
業
、
暮
ら
し
で
す
。
こ
れ
ら
の
歴
史
が
震
災
以
降
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
、
特
に
地
域
に
暮
ら
す
方
々
と
企
業
の
視
点
や
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
な
動
き

が
出
て
き
て
い
る
の
か
を
、
震
災
直
後
か
ら
今
日
ま
で
、
主
に
調
査
研
究
を
通
し
て
関
わ
っ
て
き
た
気
仙

沼
と
南
三
陸
を
中
心
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

初
め
は
、
地
域
文
化
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
向
け
て
、
今
ま
で
私
が
取
り
組
ん
で
き
た
い
く
つ
か
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
取
り
扱
っ
て
き
た
内
容
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
里
山
、
里
海
と
密

三陸海岸の伝統知・地域知を活かした新たな取組み
深町 加津枝
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接
に
か
か
わ
っ
た
暮
ら
し
を
し
て
き
た
り
、
知
識
、
技
術
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
、
震
災
直
後
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
活
か
さ

れ
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
で
す
。
や
は
り
震
災
直
後
に
最
低

限
必
要
だ
っ
た
の
は
水
と
食
料
、
そ
れ
か
ら
燃
料
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
普
段
か
ら
利
用
し
て
き
た
山
の
燃
料
と
な
る
樹
木

を
使
っ
た
り
、
海
の
資
源
を
利
用
し
た
り
す
る
な
ど
、
震
災
前

の
自
然
と
の
日
常
的
な
関
わ
り
が
う
ま
く
機
能
す
る
部
分
が
あ

り
ま
し
た
（
表
1
）。
一
方
、
震
災
直
後
だ
か
ら
こ
そ
、
今
ま
で

と
違
っ
た
か
た
ち
で
水
を
使
っ
た
り
、
水
源
を
見
つ
け
に
行
っ

た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
水
供
給
や
食
料
供
給
、
熱

源
、
人
の
つ
な
が
り
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
を
、
岩
手
県
の
南
部

か
ら
宮
城
県
の
北
部
を
中
心
に
聞
き
取
り
調
査
を
し
て
ま
と
め

ま
し
た
。
水
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
水
道
な
ど
当
た
り
前
に
あ
っ

た
も
の
が
使
え
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
沢
水
や
わ
き
水
な
ど
を

う
ま
く
利
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
暮
ら
し
だ
け
で
は

表 1　三陸海岸における里山・里海の利用と被災時の対応
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な
く
て
、
近
所
の
人
た
ち
と
の
助
け
合
い
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
よ
か
っ
た
と
い
う
お
話
し
が
あ
り
ま
し

た
。
人
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
被
害
が
少
な
か
っ
た
方
の
住
ま
い
に
、
最
長
で
五
カ
月
以
上
も
滞
在

す
る
な
ど
、
助
け
合
い
を
し
た
と
い
う
お
話
な
ど
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
い
っ
た
と
き
に
、

資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
の
よ
さ
、
資
源
を
ス
ト
ッ
ク
す
る
習
慣
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
依
存
度
の
低
さ
、
さ
ら

に
は
生
活
を
す
る
上
で
の
技
術
、
道
具
、
知
恵
が
あ
っ
た
こ
と
、
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
な
ど
、
里
山
、

里
海
と
か
か
わ
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で
す
。
近
所
の
人
だ
け
で
は
な
く
て
、
海
側
の
人
と
山
側
の
人

の
つ
な
が
り
も
非
常
に
大
事
だ
っ
た
と
い
う
お
話
も
お
聞
き
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
災
害
時
に
、
ど
の

よ
う
に
対
応
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
う
ま
く
暮
ら
し
の
中
で
、
あ
る
い
は
産
業
の
中
で
活
か
し
て
い
け

る
方
向
が
大
事
に
な
り
ま
す
。
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
の
Ｅ
ｃ
ｏ-

Ｄ
Ｒ
Ｒ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
伝

統
知
・
地
域
知
を
活
か
し
た
防
災
・
減
災
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し
て
、
日
本
語
と
英
語
で
冊
子
を
出
版

し
ま
し
た
。
大
事
な
知
見
、
あ
る
い
は
経
験
を
ま
と
め
る
た
め
、
研
究
者
だ
け
で
は
な
く
て
、
地
域
の
方

に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を
、
今
後
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
ど
の
よ
う

な
か
た
ち
で
発
展
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち
の
一
つ
の
大
き
な
方
向
性
に
な
る
の
か
な
と
思
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
三
陸
海
岸
の
冊
子
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
地
理
や
土
地
利
用
、
あ
る
い
は
震
災
復

興
の
話
も
あ
り
ま
す
が
、
三
陸
海
岸
の
恵
み
を
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
い
く
の
か
、
災
害
へ
の
備
え
と
伝

三陸海岸の伝統知・地域知を活かした新たな取組み
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承
と
い
う
か
た
ち
で
ど
う
つ
な
げ
る
の
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ピ
ッ
ク
が
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
今

日
ご
紹
介
す
る
の
は
、
自
分
自
身
で
地
域
の
取
り
組
み
に
関
わ
っ
た
事
例
と
な
り
ま
す
。
一
〇
年
以
上
に

わ
た
り
お
話
を
聞
い
た
り
、
実
際
の
現
場
に
行
く
中
で
、
知
見
を
共
有
し
た
り
、
う
ま
く
連
携
し
た
り
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
や
は
り
現
地
に
赴
い
て
い
く
中
で
次
の
展
開
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お

互
い
が
刺
激
を
受
け
な
が
ら
、
時
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
も
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
進
ん
で
き
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
動
き
が
あ
る
の
か
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
気
仙
沼
市
に
つ
い
て
で
す
。
山
側
、
海
側
そ
れ
ぞ
れ
に
暮
ら
し
が
あ
り
ま
す
（
写
真
1
）。
震
災

で
い
ろ
い
ろ
な
大
き
な
影
響
を
受
け
た
一
方
で
、
山
間
部
に
行
く
と
豊
か
な
森
林
資
源
は
ず
っ
と
あ
り
続

け
て
い
ま
す
。
海
岸
部
で
も
震
災
後
に
復
活
し
た
海
岸
の
状
況
や
貝
が
た
く
さ
ん
あ
る
砂
浜
（
写
真
2
）、

淡
水
と
海
水
が
混
ざ
っ
て
湿
地
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
な
場
所
（
写
真
3
）
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
実
は
、

こ
の
よ
う
な
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
空
間
、

あ
る
い
は
資
源
を
い
か
に
活
か
す
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
視
点
と
し
て
は
、

震
災
直
後
か
ら
た
く
さ
ん
の
地
域
外
の
方
が
三
陸
海
岸
へ
や
っ
て
来
ま
し
た
。
外
か
ら
来
た
方
と
地
域
の

人
と
の
交
流
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
動
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
新
し
い
行
政
の
施
策
な
ど
と

も
関
連
し
な
が
ら
、
地
域
の
い
ろ
い
ろ
な
試
み
が
継
続
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
ど
う
変
遷
し
て
き
た
か
と
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 写真 2　震災後の砂浜（小泉海岸）

写真 1　大島から見た気仙沼市周辺の様子
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い
う
こ
と
を
把
握
す
る
に
は
、
植
生
や
人
の
暮
ら
し

の
場
が
ど
う
変
化
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
基
本
と
し

て
押
さ
え
る
の
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
少
し

気
仙
沼
市
周
辺
の
事
例
を
も
と
に
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
図
1
の
左
側
は
大
正
五
年

（
一
九
一
六
年
）
の
土
地
利
用
、
土
地
被
覆
で
す
。
ピ

ン
ク
の
部
分
は
人
が
住
ん
で
い
る
集
落
や
市
街
地
に

な
り
ま
す
。
今
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
土
地
被
覆

で
、
非
常
に
大
き
な
面
積
を
占
め
て
い
た
の
が
、
地

形
図
の
凡
例
上
で
は
荒
地
と
な
る
草
地
で
す
。
森
の

利
用
と
と
も
に
、
荒
地
（
草
地
）
も
暮
ら
し
に
不
可

欠
な
要
素
で
し
た
。
荒
地
だ
と
い
っ
て
、
価
値
が
な

い
わ
け
で
は
な
く
て
、
放
牧
を
さ
れ
て
い
た
り
、
あ

る
い
は
採
草
地
と
し
て
資
源
を
供
給
し
た
り
、
有
機

肥
料
と
い
う
か
た
ち
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
暮
ら
し
を
支

写真 3　震災後にできた湿地（唐桑半島）
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え
て
い
ま
し
た
。
実
は
こ
う
い
う
広
大
な
面
積
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
イ
ヌ
ワ
シ
や
、
い
ろ
い
ろ
な
草
原
性
の
動
植
物
が
不
可

欠
な
生
き
物
が
生
息
で
き
ま
し
た
。
南
三
陸
町
は
町
の
鳥
が
イ
ヌ

ワ
シ
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
で
は
絶
滅
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で

す
が
、
過
去
を
振
り
返
れ
ば
、
イ
ヌ
ワ
シ
に
と
っ
て
必
要
な
環
境

が
十
分
に
整
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
森
林
を
見
る
と
、
広

葉
樹
と
針
葉
樹
が
混
ざ
っ
て
お
り
、
針
葉
樹
の
大
部
分
が
ア
カ
マ

ツ
林
で
し
た
。
植
林
は
少
な
く
、
広
葉
樹
が
全
域
に
広
が
っ
て
い

た
様
子
が
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
れ
が
平
成
二
九
年
（
二
〇
一
七
年
）

に
な
る
と
、
荒
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
針
葉
樹
の
大
部
分
は

植
林
地
に
な
り
ま
し
た
。
広
葉
樹
は
少
な
く
な
り
、
海
岸
沿
い
に

大
き
な
街
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
変
化
の
中
で
、
あ
る

い
は
震
災
を
経
験
す
る
中
で
、
地
域
の
方
々
が
始
め
た
の
が
、
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
を
利
用
し
た
森
、
里
、
海
の
つ
な
が
り
の
創
出
で

す
。
こ
の
地
域
で
は
、
農
業
の
み
、
林
業
の
み
を
生
業
と
す
る
方

図 1　気仙沼市周辺の土地被覆の変化
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は
少
な
く
、
農
業
を
し
な
が
ら
林
業
も
す
る
、
水
産
業
を
し
な
が
ら
林
業
も
す
る
と
い
う
方
が
多
く
い
ま

し
た
。
特
に
山
仕
事
の
経
験
が
あ
る
方
が
バ
イ
オ
マ
ス
材
を
出
し
、
あ
る
程
度
の
対
価
が
つ
き
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
気
仙
沼
市
内
で
使
う
、
地
域
通
貨
を
使
う
こ
と
で
、
海
と
の
つ
な
が
り
や
、
い
ろ
い
ろ
な
人
の
つ

な
が
り
、
も
の
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
私
た
ち
が
行
っ
て
き
た
の
は
、
実
は

結
構
な
資
源
が
あ
る
中
で
、
そ
れ
を
ど
う
出
せ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
こ
れ
か
ら
の
課
題
に
向
け
て
、
ど
の

よ
う
な
人
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
れ
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
で
す
。
所
有
者
と
バ
イ
オ
マ
ス
対
象
地

が
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
か
、
あ
る
い
は
実
際
に
材
を
出
し
て
く
れ
る
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
意
向
を
持
っ

て
い
る
の
か
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
で
把
握
し
て
き
ま
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
徐
々
に
バ
イ
オ

マ
ス
を
や
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
、
木
が
あ
る
程
度
経
済
的
な
価
値
を
持
っ
て
助
か
る

話
だ
な
と
思
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
ど
を
聞
き
ま
し
た
。
一
ト
ン
六
、〇
〇
〇
円
、
そ
の
う
ち
地
域
通
貨
と

し
て
三
、〇
〇
〇
円
と
い
う
こ
と
で
、
後
継
者
と
し
て
、
林
業
家
に
な
り
そ
う
な
人
を
探
し
て
お
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
な
ど
、
人
材
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
ま
で
、
こ
の
事
業
を
き
っ
か
け
に
思
う
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
個
人
の
思
い
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
を
し
た
り
、

行
政
が
協
力
を
し
て
き
ま
し
た
。
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
を
巡
る
動
向
か
ら
、
地
域
を
主
体
に
し
た
事
業
が
起

こ
る
に
は
、
地
域
内
循
環
の
理
念
と
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
と
て
も
大
事
だ
っ
た
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こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
行
政
の
適
切
な
支
援
、
認
証
制
度
な
ど
も
、
こ
れ
か
ら
に
向
け
て
大
事
な
力
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
通
貨
や
林
業
だ
け
で
は
な
く
、
観
光
業
、
鉄
鋼
業
な
ど
、
バ
イ
オ
マ
ス
発
電

を
支
え
る
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
産
業
が
協
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
気
仙
沼
に
あ
る
い

ろ
い
ろ
な
産
業
が
一
つ
の
輪
に
加
わ
る
と
い
う
動
き
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
で
、
や
は

り
持
続
性
や
採
算
性
が
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
向
け
た
対
応
と
い
う
の
も
必
要
に

な
り
ま
す
。
そ
の
他
の
里
山
、
里
海
に
お
け
る
資
源
管
理
、
資
源
利
用
と
し
て
、
震
災
後
、
宿
泊
拠
点
が

観
光
や
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
試
み
を
し
て
い
ま
す
。
休
暇
村
の
取
り
組
み
で
言
う
と
、
語

り
部
の
事
業
が
あ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
元
の
食
材
な
ど
を
利
用
し
な
が
ら
、
訪
れ
た
人
た
ち
に
食
べ

て
い
た
だ
く
取
り
組
み
が
見
ら
れ
ま
す
。
休
暇
村
が
あ
る
大
島
は
、
浜
の
す
ぐ
近
く
に
防
潮
堤
を
作
ら
な

い
よ
う
に
、
も
と
も
と
あ
っ
た
砂
浜
を
残
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
地
元
の
方
々
が
熱
心
に
活
動
を
さ
れ

た
地
域
で
す
。
こ
の
よ
う
な
浜
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
な
ど
も
行
わ
れ
て
き
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
山
と
海
を
つ
な
ぐ
取
り
組
み
と
い
う
こ
と
で
、
も
と
も
と
海
岸
沿
い
で
は
海
水
を

使
っ
た
塩
の
生
産
（
写
真
4
）
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近
、
新
た
に
森
か
ら
の
資
源
を
供
給
す
る
な
ど
、
森

で
従
事
す
る
人
た
ち
が
塩
の
生
産
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
協
力
を
し
合
い
な
が
ら
、
塩
を
生

産
す
る
上
で
必
要
な
燃
料
を
供
給
し
た
り
、
塩
飴
な
ど
、
塩
を
使
っ
た
商
品
の
開
発
も
し
て
い
ま
す
。
里
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山
で
あ
る
八
瀬
地
域
（
写
真
5
）
で
は
、
資
源
だ
け
で
は
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
技
術
が
あ
り
、
塩
の
生
産
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
な

窯
づ
く
り
に
協
力
し
ま
し
た
。
山
側
は
山
側
で
、
山
の
資
源
を

う
ま
く
活
か
す
よ
う
に
、
廃
校
に
な
っ
て
使
わ
な
く
な
っ
た
校

舎
を
使
っ
て
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
う
な
ど
の
取
り
組
み
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
震
災
直
後
に
被
災
者
が
生

活
を
し
た
り
す
る
場
所
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な

人
の
つ
な
が
り
を
生
み
出
す
場
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

部
分
を
、
中
学
生
、
高
校
生
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
あ
る
い
は

体
験
と
い
う
か
た
ち
で
、
観
光
や
教
育
に
位
置
づ
け
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
協
力
し
な
が
ら
、
地

元
に
し
か
な
い
、
地
元
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
を
や
ろ
う
と

し
て
い
る
の
が
気
仙
沼
で
の
取
り
組
み
に
な
り
ま
す
。

次
に
、
南
三
陸
町
の
動
向
を
見
て
い
き
ま
す
。
教
育
、
地
域

文
化
、
交
流
の
視
点
か
ら
、
神
社
や
民
宿
を
経
営
し
て
い
る
方

写真 4　塩の生産（気仙沼市岩井崎）
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が
地
元
の
自
然
や
歴
史
を
活
か
す
取
り
組
み
、
あ
る
い

は
地
域
外
の
方
が
地
域
の
高
齢
の
方
に
集
ま
っ
て
い
た

だ
い
て
、
庭
作
り
を
す
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。
伝
統
行

事
を
何
と
か
受
け
継
い
で
い
こ
う
と
い
う
か
た
ち
で
頑

張
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
、
大
学
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な

調
査
、
蓄
積
な
ど
も
活
か
し
な
が
ら
、
ご
自
分
で
小
さ

い
資
料
館
を
開
設
し
て
い
ま
し
た
。
イ
ヌ
ワ
シ
の
復
活

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
こ
と
で
、
新
た
な
展
開
も
あ
り

ま
す
。
ホ
テ
ル
が
中
心
と
な
っ
て
、
里
山
、
里
海
を
活

か
す
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
大
学
等
と
連
携
し
て
や
っ

て
い
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
も
と
も
と
住
ん
で

い
た
と
こ
ろ
に
は
家
が
建
て
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
す

が
、
食
事
を
提
供
す
る
よ
う
な
、
地
元
の
方
の
み
な
ら

ず
外
部
と
の
交
流
の
場
と
な
る
農
漁
家
レ
ス
ト
ラ
ン（
写

真
6
）
を
作
っ
た
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
今

写真 5　気仙沼市八瀬の里山
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ま
で
は
な
か
っ
た
ブ
ド
ウ
を
栽
培
し
て
ワ
イ
ン
を
生
産
す
る
事
業

を
、
外
か
ら
来
た
方
が
中
心
と
な
っ
て
す
る
よ
う
な
新
し
い
動
き

も
見
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
個
別
の
動
き
も
あ
る
の
で
す
が
、
地

域
全
体
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
環
境
省
に
よ
る
三
陸
復

興
国
立
公
園
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
（
図
2
）
で
は
、
南

三
陸
町
だ
け
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
登
米
市
な
ど
と
も
連
携
す
る

取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
海
の
部
分
と
里
の
部
分
と
山
の
部

分
を
ど
う
い
う
か
た
ち
で
、
物
理
的
・
生
態
的
に
だ
け
で
は
な
く

て
、
人
々
の
認
識
と
し
て
も
つ
な
げ
て
い
け
る
か
と
い
う
一
つ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
構
想
に
基
づ
き
行
政
（
環
境
省
）
は
拠
点
と
な
る
川
の
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
や
海
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
を
整

備
し
ま
し
た
。
ま
た
、
イ
ヌ
ワ
シ
が
戻
る
よ
う
な
草
原
を
再
生
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
市
民
組
織
や
林
業
関
係
者
の
人
た
ち
が
連
携

し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
登
米
市
や
南
三
陸
町
の
山
間
部
の
ほ
う
に

写真 6　南三陸町戸倉の農漁家レストランと料理
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行
く
と
、
木
の
資
源
を
活
か
し
た
椀
な
ど
、
独
自

の
木
工
品
を
作
り
続
け
て
き
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
新
し
い
人
も
加

わ
っ
た
り
し
な
が
ら
、
木
工
作
品
を
道
の
駅
で
販

売
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
資
源
だ
け
で
は
な
く
空

間
も
大
事
で
、
山
を
歩
い
た
り
、
海
で
い
ろ
い
ろ

な
体
験
を
し
た
り
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
充

実
さ
せ
て
い
く
の
も
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

と
し
て
重
要
で
す
。
自
然
の
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
活

か
し
な
が
ら
、
い
か
に
つ
な
い
で
拠
点
を
作
り
連

携
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
、
大
き
く
全
体
を
見
る

視
点
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
一
つ
の
核
に
な
っ
て
い

る
の
が
、
地
元
の
ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
と
い
う

町
が
作
っ
た
施
設
で
す
。
県
の
施
設
や
国
の
ビ
ジ

タ
ー
セ
ン
タ
ー
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
の
役

図 2　三陸復興国立公園フィールドミュージアム構想のイメージ図 
（環境省）
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割
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
う
ま
く
連
携
す
る
こ
と
が
、
今
後
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま

す
。
地
域
や
企
業
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
も
含
め
、
さ
ら
な
る
連
携
を
こ
れ
か
ら
い
っ
そ
う
進
め
る
必

要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
話
し
て
き
ま
し
た
里
山
、
里
海
に
お
け
る
資
源
管
理
の
動
向
に
つ

い
て
は
、
法
指
定
認
証
制
度
の
活
用
な
ど
社
会
的
な
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
る
中
で
、
森
、
里
、
海
の
つ
な

が
り
、
自
然
資
源
の
持
続
的
な
利
用
が
進
展
し
、
あ
る
い
は
自
然
を
活
か
し
た
交
流
人
口
の
増
加
に
つ
な

げ
よ
う
と
す
る
と
い
う
動
向
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
に
よ
る
事
業
実
施
体
制
、
連
携

の
枠
組
み
が
で
き
、
国
際
認
証
を
取
っ
た
南
三
陸
杉
や
カ
キ
な
ど
ブ
ラ
ン
ド
の
発
信
、
ワ
イ
ン
や
ア
ッ
プ

ル
シ
ー
ド
ル
な
ど
新
た
な
商
品
の
開
発
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
課
題
と
し
て
は
、
防
災
と
基

盤
整
備
と
の
複
雑
な
関
係
性
が
あ
る
こ
と
で
、
ハ
ー
ド
整
備
と
ソ
フ
ト
整
備
の
動
き
が
う
ま
く
連
携
で
き

て
い
な
い
こ
と
、
暮
ら
し
に
根
づ
い
た
人
材
が
ど
う
し
て
も
限
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
環

境
教
育
や
地
域
文
化
の
つ
な
が
り
に
注
目
し
た
研
究
、
取
り
組
み
が
さ
ら
に
必
要
に
な
る
の
で
な
い
か
な

と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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福
徳
岡
ノ
場
由
来
の
漂
着
軽
石
と
の
つ
き
あ
い

新
城�

竜
一

一
．
は
じ
め
に

私
の
今
日
の
話
は
「
福
徳
岡
ノ
場
由
来
の
漂
着
軽
石
と
の
つ
き
あ
い
」
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
は
去
年
、

与
論
島
に
行
っ
た
と
き
に
撮
っ
た
写
真
で
す
（
写
真
1
）。「
与
論
ブ
ル
ー
」
の
海
が
み
ら
れ
ま
す
。
手
前

の
砂
浜
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
軽
石
が
筋
状
に
残
っ
て
い
ま
す
。
海
と
砂
浜
と
軽
石
の
組
み
合
わ
せ
は
、

こ
の
年
の
沖
縄
の
島
々
の
海
岸
線
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。
地
球
研
広
報
室
の
写
真
コ
ン

テ
ス
ト
に
、
こ
の
写
真
が
選
ば
れ
て
、
今
年
度
の
地
球
研
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
と
か
、
要
覧
の
表
紙
に
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
今
日
は
こ
の
軽
石
の
話
に
な
り
ま
す
。

こ
の
軽
石
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
東
京
か
ら
南
へ
い
く
と
、
伊
豆
、
小
笠
原
、
マ
リ
ア
ナ

の
島
弧
が
続
い
て
い
ま
す
（
図
1
）。
英
語
で
はIzu-Bonin-M

ariana arc

と
な
り
ま
す
。
そ
の
頭
文
字
を

と
っ
て
「
Ｉ
Ｂ
Ｍ
ア
ー
ク
」
と
私
た
ち
は
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
Ｉ
Ｂ
Ｍ
ア
ー
ク
の
ち
ょ
う
ど
中
央
部
、
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写真 1　与論島島部の大兼久海岸。2022 年 9 月 27 日（新城撮影）

伊⾖-⼩笠原-マリアナ孤 (IBM arc)

福徳岡ノ場海底⽕⼭の噴⽕

噴出物量＝約１〜５億m3（DRE換算）
VEI＝4
噴⽕マグニチュード＝4.5〜5.1
明治以降に発⽣した⽇本列島における噴⽕の
中では最⼤級の噴⽕

24°17′16″N, 141°28.55’ ⽔深 -25m
2021年8⽉13⽇ 5時57分頃
プリニー式噴⽕
噴煙⾼度＝16,000 m

図 1　伊豆 - 小笠原 - マリアナ弧の位置図。福徳岡ノ場の噴火情報。
ベースマップは海底地形図。

福徳岡ノ場由来の漂着軽石とのつきあい
新城 竜一
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Bonin

とM
ariana

の
繋
ぎ
目
、
こ
こ
が
福
徳
岡
ノ
場
の
噴
火
し
た
地
点
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
る
ば

る
沖
縄
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
水
深
マ
イ
ナ
ス
二
五
メ
ー
ト
ル
の
海
底
火
山
で
す
が
、
そ
こ
で
噴
火
し
ま

し
た
。
こ
の
一
〇
〇
年
ぐ
ら
い
、
明
治
以
降
に
発
生
し
た
日
本
列
島
で
の
噴
火
で
は
、
最
大
級
の
噴
火
だ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
規
模
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
の
で
す
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
人
が
住
ん
で
い
る

島
か
ら
か
な
り
離
れ
た
と
こ
ろ
で
噴
火
が
起
こ
っ
た
の
で
、
人
的
な
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

後
の
漂
流
し
た
軽
石
の
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
写
真
2
は
噴
火
直
後
に
海
上
保
安
庁
が
撮
っ
た
写
真
で
す
。

こ
こ
か
ら
モ
ク
モ
ク
と
噴
煙
を
上
げ
て
い
る
様
子
で
す
。
噴
煙
の
上
の
方
が
真
っ
平
ら
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
ち
ょ
う
ど
こ
こ
が
対
流
圏
と
成
層
圏
の
境
界
の
圏
界
面
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
噴
煙
の
一
部
は

こ
れ
を
突
き
抜
け
て
、
成
層
圏
ま
で
噴
煙
が
行
き
ま
し
た
。
普
通
の
噴
火
で
す
と
あ
ま
り
圏
界
面
を
突
き

抜
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
今
回
の
福
徳
岡
ノ
場
の
噴
火
で
は
こ
こ
を
突
き
抜
け
る
ぐ
ら
い
ま
で
、
か

な
り
激
し
い
噴
火
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
噴
火
の
あ
と
、
軽
石
が
ど
の
よ
う

な
道
を
た
ど
っ
た
の
か
み
て
み
ま
す
。
図
2
は
気
象
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
し
た
旬
平
均
の
海
流

の
図
で
す
。
噴
火
が
二
〇
二
一
年
八
月
一
三
日
で
す
か
ら
、
噴
火
か
ら
一
カ
月
後
の
九
月
中
旬
の
平
均
海

流
の
状
況
を
示
し
て
い
ま
す
。「
福
徳
岡
ノ
場
」
の
地
点
か
ら
西
の
ほ
う
に
向
か
う
潮
の
流
れ
が
あ
り
ま
す
。

多
分
こ
れ
に
乗
っ
て
沖
縄
本
島
に
や
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
海
流
の
速
度
は
〇
・ 

五
ノ
ッ
ト
、
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噴煙が対流圏界⾯に達している

写真 2　海上保安庁から提供された、 
2021 年 8 月 13 日 14 時 52 分の写真。

▲

2021年9⽉中旬平均海流

沖縄までの軽⽯の移動：
1300 km/(24*30*2)=
0.9 km/h

海流の速度：
0.5ktとすると 0.9 km/h

1ノット (kt)は、1時間に
1海⾥ (1,852 m) 進む速さ

沖縄→伊⾖の軽⽯の移動
1300 km/(24*30*1)=
1.8 km/h  （1ノット）

図 2　気象庁が公開している旬平均海流マップ。 
2021 年 9 月中旬海流図。 

https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/current_HQ.htm 
赤三角が福徳岡ノ場の位置を示す。

福徳岡ノ場由来の漂着軽石とのつきあい
新城 竜一
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時
速
〇
・
九
㎞
ぐ
ら
い
で
す
。
福
徳
岡
ノ
場
か
ら
沖
縄
ま
で
の
距
離
（
一
、三
〇
〇
㎞
）
と
到
達
時
間
（
一
、

四
四
〇
時
間
）
か
ら
、
ど
れ
く
ら
い
の
時
速
だ
っ
た
か
計
算
す
る
と
、
海
流
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
速
度
に
な

り
ま
す
の
で
、
確
か
に
こ
の
流
れ
に
乗
っ
て
き
た
の
だ
な
と
い
う
の
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
沖
縄

か
ら
黒
潮
の
流
れ
の
南
の
へ
り
を
た
ど
っ
て
、
伊
豆
の
ほ
う
へ
、
沖
縄
か
ら
伊
豆
ま
で
は
一
カ
月
か
か
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
も
計
算
す
る
と
、
沖
縄
か
ら
伊
豆
へ
は
時
速
一
・
八
㎞
ぐ
ら
い
で
、
福
徳
岡
ノ
場
か
ら
沖

縄
ま
で
の
移
動
速
度
の
倍
ぐ
ら
い
の
速
さ
で
軽
石
は
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
黒
潮
の
中
央

部
に
乗
る
と
も
っ
と
速
く
移
動
す
る
は
ず
で
す
が
、
黒
潮
の
真
ん
中
に
乗
ら
ず
に
、
黒
潮
の
端
っ
こ
に
沿
っ

て
移
動
し
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
二
〇
二
一
年
一
一
月
三
日
に
与
論
島
に
調
査
に
行
き
ま
し
た
が
、
砂
浜

は
軽
石
で
埋
ま
っ
て
い
ま
し
た
（
写
真
3
）。
同
じ
場
所
で
す
が
、
今
年
三
月
の
時
点
で
は
軽
石
は
ほ
と
ん

ど
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
（
写
真
4
）。

さ
て
、
軽
石
が
災
害
と
ど
う
関
係
す
る
か
と
い
う
話
を
し
ま
す
。
日
本
火
山
学
会
の
学
会
誌
「
火
山
」

の
最
新
号
で
、
及
川
ほ
か
（
二
〇
二
三
）
が
南
西
諸
島
の
軽
石
の
漂
着
記
録
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
基
づ
い
て
図
を
作
成
し
ま
し
た
（
図
3
）。
一
九
〇
〇
年
か
ら
現
在
ま
で
に
漂
着
し
た
軽
石
の
イ
ベ

ン
ト
を
地
図
の
下
に
プ
ロ
ッ
ト
す
る
と
、
数
十
年
に
一
回
ぐ
ら
い
、
沖
縄
本
島
で
は
軽
石
の
漂
着
の
頻
度

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
何
百
年
に
一
回
と
か
で
は
な
く
て
、
結
構
な
頻
度
で
軽
石
は
漂
着
し
て
い
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写真 4　写真 3と同じ場所。軽石はほとんどなくなっている。 
2023 年 3 月 21 日（新城撮影）

写真 3　与論島北東部、黒花海岸。多量の軽石が漂着している。 
2021 年 11 月 3 日（新城撮影）

福徳岡ノ場由来の漂着軽石とのつきあい
新城 竜一
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る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
軽
石

の
供
給
源
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、
小
笠
原
弧

の
福
徳
岡
ノ
場
の
付
近
か
ら
や
っ
て
く
る
も

の
が
多
い
で
す
。
西
表
島
の
近
海
の
「
西
表

海
底
火
山
」
と
い
う
の
が
一
回
だ
け
噴
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
軽
石
も
漂
着
し
て
い
ま
す
。

噴
火
が
い
つ
起
こ
る
か
に
よ
っ
て
、
到
着
す

る
時
間
も
期
間
も
変
わ
っ
て
い
て
、
春
か
ら

夏
に
か
け
て
は
二
〜
三
カ
月
か
け
て
沖
縄
に

や
っ
て
き
ま
す
。
一
方
、
夏
か
ら
冬
で
す
と
、

も
う
少
し
長
い
時
間
か
か
っ
て
沖
縄
に
や
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
今
年
の
一
月
に
琉
球
大
で
こ
の
広

領
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
の

集
ま
り
を
も
ち
ま
し
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
て

1950年1900年 2000年 2021年

南⻄諸島への軽⽯の漂着記録と供給⽕⼭

図 3　南西諸島への軽石の漂着記録と供給火山。 
及川ほか（2023）をもとに作成。矢印は軽石の移動方向。
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地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
は
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
（
地
域
文
化
を
支
え
る
人
・
社
会
・
自
然
の
つ
な
が
り
ｖ
ｏ
ｌ
．
2

「
軽
石
と
ゆ
い
む
ん
の
思
想
」）
を
出
版
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
私
は
「
軽
石
の
漂
流
パ
タ
ー
ン
の
解
明
、

災
害
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
強
化
に
向
け
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
原
稿
を
書
き
ま
し
た
。
今
日
は
、
そ
の
続

き
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
一
つ
目
は
、
私
は
軽
石
や
岩

石
な
ど
の
専
門
で
す
の
で
、
い
ま
軽
石
の
分
析
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
の
最
新
の
話
を
し
ま
す
。
二
番

目
は
、
軽
石
が
ど
う
沖
縄
で
利
活
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
例
の
紹
介
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
私

が
面
白
い
と
思
っ
た
事
例
の
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
．
福
徳
岡
ノ
場
噴
火
軽
石
の
地
球
科
学
的
な
特
徴

ま
ず
地
球
科
学
的
な
面
白
さ
で
す
が
、
一
回
の
噴
火
で
い
ろ
い
ろ
な
軽
石
を
噴
出
し
た
点
に
あ
り
ま
す
。

灰
色
の
軽
石
だ
っ
た
り
、
真
っ
黒
い
軽
石
だ
っ
た
り
、
灰
色
と
黒
色
が
混
じ
っ
た
よ
う
な
も
の
、
一
部
分

が
ガ
ラ
ス
状
に
な
っ
て
い
た
り
、
す
ご
く
多
様
な
軽
石
が
出
て
い
ま
す
（
写
真
5
ａ
）。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
な
人
が
タ
イ
プ
分
け
を
し
て
論
文
に
書
い
て
い
ま
す
（
円
谷
，
二
〇
二
一；

Yoshida et al., 

福徳岡ノ場由来の漂着軽石とのつきあい
新城 竜一
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二
〇
二
二；

宇
佐
美
・
新
城
，
二
〇
二
二；

石
村
ほ
か
，

二
〇
二
二
）。
こ
の
よ
う
に
一
回
の
噴
火
で
、
見
た
目
が
す
ご
く

多
様
な
軽
石
が
出
た
と
い
う
の
が
、
地
球
科
学
的
に
は
面
白
い

と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
今
日
は
あ
ま
り
詳
し
く
話
し
ま
せ
ん
が
、

漂
着
し
た
軽
石
に
は
、
コ
ケ
ム
シ
の
よ
う
な
生
物
も
く
っ
つ
い

て
い
て
（
写
真
5
ｂ
）、
こ
れ
が
あ
る
種
の
生
物
が
海
を
渡
っ
て

拡
散
す
る
手
段
と
し
て
は
有
効
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
研
究

も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

軽
石
の
見
た
目
の
多
様
さ
が
何
を
反
映
し
て
い
る
か
と
い
う

と
、
火
山
の
下
に
マ
グ
マ
だ
ま
り
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
い
ろ
い

ろ
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
軽
石
は
噴
火
す
る
の
で
す
が
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
の
で
、
こ

の
軽
石
を
丹
念
に
調
べ
れ
ば
、
火
山
の
下
の
普
段
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
部
分
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
火
山
学
者
、
岩

石
学
者
は
そ
こ
が
面
白
い
と
思
っ
て
研
究
し
て
い
ま
す
。
私
た
(a) (b)

写真 5（a）見た目が多様な軽石。出典：新城（2023） 
（b）軽石に付着した生物。出典：宇佐美・新城（2022）
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ち
は
、
代
表
的
な
灰
色
の
軽
石
、
黒
い
軽
石
、
中
間
的
な
色
の
も
の
、
そ
う
い
う
の
を
四
種
類
分
析
し
て

み
ま
し
た
（
宇
佐
美
・
新
城
，
二
〇
二
二
：
図
4
）。
図
中
の
黒
い
丸
は
、
私
た
ち
が
分
析
し
た
も
の
で
す
。

見
た
目
は
す
ご
い
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
の
で
す
が
、
分
析
し
て
み
る
と
区
別
が
つ
き
ま
せ
ん
。
す
ご
く
不

思
議
で
す
。
も
う
一
つ
、
先
ほ
ど
福
徳
岡
ノ
場
は
、
伊
豆‒

小
笠
原‒

マ
リ
ア
ナ
弧
の
火
山
の
中
の
一
部

と
い
い
ま
し
た
が
、
Ｉ
Ｂ
Ｍ
弧
の
火
山
の
噴
出
物
の
大
部
分
は
、
ア
ル
カ
リ
量
に
乏
し
い
非
ア
ル
カ
リ
岩

系
列
の
範
囲
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今
回
の
軽
石
は
ア
ル
カ
リ
量
に
富
ん
で
い
て
、
ほ
か
の
火

山
と
は
異
な
っ
た
化
学
組
成
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
不
思
議
で
す
。
ま
ず
、
こ
の
色
の
違
い
、
灰

色
軽
石
と
黒
い
軽
石
で
何
が
違
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
見
た
目
で
は
わ
か
ら
な
く
て
、
顕
微
鏡
で
見
て

も
な
か
な
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。Yoshida et al.

（
二
〇
二
一
，
二
〇
二
三
）
に
よ
る
と
、
こ
れ
を
ラ
マ
ン

分
光
法
と
い
う
解
像
度
の
高
い
分
析
法
で
み
る
と
、
磁
鉄
鉱
と
い
う
鉄
を
含
む
鉱
物
が
あ
る
の
で
す
が
、
黒

い
軽
石
に
は
こ
の
磁
鉄
鉱
が
微
細
な
形
で
入
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
あ
る
か
な
い
か
が
色
の
違
い
に
現
れ
て

い
る
と
い
う
の
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
ど
う
し
て
磁
鉄
鉱
が
結
晶
化
し
て
い
る
軽
石
と
、
し
て
い
な
い

軽
石
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
図
5
は
火
山
の
下
の
マ
グ
マ
だ
ま
り
で
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
な
と

い
う
の
を
、
現
時
点
で
ま
と
め
て
い
る
図
で
す
（Yoshida et al., 

二
〇
二
三
）。
噴
出
物
で
は
灰
色
軽
石

が
圧
倒
的
に
多
量
で
し
た
。
お
そ
ら
く
、
マ
グ
マ
だ
ま
り
は
灰
色
軽
石
の
も
と
に
な
っ
た
マ
グ
マ
で
構
成

福徳岡ノ場由来の漂着軽石とのつきあい
新城 竜一
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図 4　シリカー全アルカリ図。写真に示した 4 種の軽石（黒丸）は 
化学組成が類似する。出典：宇佐美・新城（2022）

• ⽞武岩マグマの貫⼊
• 酸化的流体の供給
• 磁鉄鉱ナノライトの形成
• ⾼粘性化
• ⿊⾊軽⽯マグマの発泡

• ⿊⾊軽⽯マグマの上昇
• マグマ溜まり内の対流促進
• だまり内の圧⼒上昇
• 噴⽕へ

• ⽕道が開き灰⾊軽⽯マグマが発泡
• ⿊⾊と灰⾊軽⽯マグマは⽕道で混

合（縞状軽⽯）
• 多様な灰⾊軽⽯の形成はマグマだ

まり内で進⾏

粗⾯岩マグマ

地下深部のマグマプロセス

~1250 °C

~930°C

灰⾊軽⽯マグマ

⿊⾊軽⽯マグマ

 粗⾯岩マグマだまりへの
⽞武岩マグマの貫⼊が噴⽕の引き⾦（トリガー）

 ⽞武岩マグマ本体の噴出がない点がユニーク

図 5　火山の下のマグマだまりでのマグマプロセス。 
Yoshida et al.（2023）を参考に作成。
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さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
へ
よ
り
深
い
と
こ
ろ
か
ら
高
温
の
玄
武
岩
質
マ
グ
マ
が
上
が
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
灰
色
軽
石
の
も
と
に
な
っ
た
マ
グ
マ
は
玄
武
岩
マ
グ
マ
か
ら
放
出
さ
れ
る
熱

に
よ
っ
て
高
温
状
態
に
さ
ら
さ
れ
て
、
さ
ら
に
こ
の
玄
武
岩
マ
グ
マ
か
ら
酸
化
的
な
流
体
も
供
給
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
マ
グ
マ
だ
ま
り
の
下
部
の
一
部
分
だ
け
に
磁
鉄
鉱
が
た
く
さ
ん
で
き

て
、
そ
れ
が
軽
石
の
色
の
違
い
、
つ
ま
り
灰
色
と
黒
の
色
の
違
い
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
結
晶
化
が
始
ま
る
と
、
マ
グ
マ
の
粘
性
が
高
く
な
り
ま
す
の
で
、
結
晶
化
の
進
ん
だ
マ
グ
マ
（
黒

い
軽
石
）
と
そ
う
で
な
い
マ
グ
マ
（
灰
色
軽
石
）
は
簡
単
に
は
混
じ
り
合
わ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
マ

グ
マ
に
は
水
分
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
結
晶
化
が
進
む
と
マ
グ
マ
に
溶
け
込
め
き
れ
な
く
な
っ

て
、
あ
ぶ
く
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
発
泡
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
発
泡
が
進
む
と
、
マ
グ
マ
だ
ま
り

の
中
は
か
な
り
加
圧
状
態
に
な
っ
て
き
ま
す
。
圧
力
が
一
番
解
放
さ
れ
や
す
い
の
は
火
道
で
す
か
ら
、
加

圧
状
態
の
マ
グ
マ
は
火
道
か
ら
一
気
に
噴
出
し
て
、
灰
色
の
軽
石
と
黒
い
軽
石
が
ほ
と
ん
ど
混
ざ
ら
ず
に

出
て
き
た
と
い
う
の
が
、
浅
い
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
た
噴
火
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
部
分
的
に

混
ざ
る
と
縞
状
軽
石
と
な
り
ま
す
。
噴
火
の
引
き
金
に
な
っ
た
の
は
、
玄
武
岩
質
マ
グ
マ
が
マ
グ
マ
だ
ま

り
の
下
に
貫
入
し
て
き
た
と
い
う
マ
グ
マ
プ
ロ
セ
ス
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
浅
い
部
分
の
話
で
す
が
、
深
い
部
分
を
み
て
み
ま
す
（
図
6
）。
福
徳
岡
ノ
場
の
下
に
沈
み
込
ん

福徳岡ノ場由来の漂着軽石とのつきあい
新城 竜一
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で
い
る
プ
レ
ー
ト
は
、
深
発
地
震
の
分
布
状
況
か
ら
プ
レ
ー

ト
が
急
角
度
で
折
れ
曲
が
っ
て
い
て
、
裂
け
て
窓
が
開
い

て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す（Zhang et al., 

二
〇
一
九
）。

そ
の
よ
う
な
場
所
の
真
上
に
福
徳
岡
ノ
場
が
あ
り
ま
す
。

プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
的
に
特
異
的
な
場
所
に
存
在
す

る
火
山
だ
と
い
え
ま
す
。
ス
ラ
ブ
ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
と
お
し

て
深
部
か
ら
マ
ン
ト
ル
物
質
の
供
給
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

二
〇
二
一
年
と
一
九
八
六
年
噴
火
の
軽
石
の
微
量
元
素

含
有
量
を
測
定
し
ま
し
た
。
図
7
は
始
源
マ
ン
ト
ル
で
規

格
化
し
た
イ
ン
コ
ン
パ
テ
ィ
ブ
ル
微
量
元
素
の
パ
タ
ー
ン

を
示
し
て
い
ま
す
。
中
央
海
嶺
（
プ
レ
ー
ト
拡
大
軸
）
や

ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
火
山
の
玄
武
岩
の
パ
タ
ー
ン
も
比
較
の

た
め
に
プ
ロ
ッ
ト
し
て
あ
り
ま
す
。
福
徳
岡
ノ
場
の
軽
石

の
パ
タ
ー
ン
は
、
ニ
オ
ブ
（Nb

）
や
タ
ン
タ
ル
（Ta

）
に

• スラブが無い︕
• 窓が開いている︕

福徳岡ノ場

Zhang et al. (2019)

沈み込むプレートの形状が特異的

• 深部からの供給あり︖
• 沈み込み成分と深部マン
トル成分の混合か︖

深発地震の分布

図 6　深発地震の分布から推定された、福徳岡ノ場付近での 
沈み込むプレートの形状。出典：Zhang et al.（2019）に加筆
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乏
し
く
、
ジ
グ
ザ
グ
し
て
お
り
、
沈
み
込
み
帯
に
産
す
る

火
山
の
岩
石
と
類
似
し
た
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
ま
す
。

同
位
体
を
測
っ
て
み
る
と
、
ネ
オ
ジ
ム
と
ハ
フ
ニ
ウ
ム
の

同
位
体
を
例
と
し
て
挙
げ
ま
す
と
、
福
徳
岡
ノ
場
の
岩
石

は
伊
豆
・
小
笠
原
の
ほ
か
の
岩
石
と
比
べ
て
、
同
位
体
的

に
全
然
違
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
同
位
体
の
特

徴
か
ら
、
ほ
か
の
火
山
よ
り
も
堆
積
物
成
分
を
た
く
さ
ん

含
ん
だ
よ
う
な
マ
グ
マ
に
由
来
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

普
通
の
沈
み
込
み
帯
で
は
、
水
を
た
っ
ぷ
り
含
ん
だ
沈
み

込
む
プ
レ
ー
ト
か
ら
、
沈
み
込
み
に
と
も
な
っ
て
、
流
体

と
し
て
水
が
吐
き
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
次
に
プ
レ
ー

ト
表
層
の
堆
積
物
が
融
け
始
め
る
と
い
う
、
流
体
主
体
か

ら
堆
積
物
メ
ル
ト
（
融
解
物
）
主
体
へ
の
沈
み
込
み
成
分

の
変
化
が
み
ら
れ
ま
す
（
図
8
ａ
）。
し
か
し
、
福
徳
岡
ノ

場
で
は
沈
み
込
む
プ
レ
ー
ト
が
垂
直
に
な
っ
て
い
て
、
こ

中央海嶺⽞武岩

ホットスポット⽕⼭

図 7　始源マントルで規格化した、福徳岡ノ場軽石の微量元素 
（インコンパティブル元素）のパターン。比較のため、中央海嶺や 

ホットスポットに産する玄武岩のパターンも示した。

福徳岡ノ場由来の漂着軽石とのつきあい
新城 竜一
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の
流
体
と
堆
積
物
成
分
が
供
給
さ
れ
る
間
隔
が
ほ
と
ん
ど

同
じ
場
所
で
起
こ
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
そ
こ
へ
ス
ラ
ブ
ウ
ィ

ン
ド
ウ
か
ら
深
部
マ
ン
ト
ル
が
上
昇
し
て
き
て
い
ま
す
。

流
体
と
堆
積
物
が
混
じ
っ
て
、
さ
ら
に
普
通
の
沈
み
込
み

帯
と
は
異
な
る
特
殊
な
深
部
の
構
造
を
組
み
込
ん
だ
岩
石

学
的
モ
デ
ル
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
図
8
ｂ
）。

三
．
軽
石
の
利
活
用
の
事
例
紹
介

次
に
、
軽
石
の
利
活
用
の
事
例
紹
介
に
つ
い
て
話
し
ま

す
。
今
現
在
、
沖
縄
県
の
軽
石
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

県
の
担
当
者
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。
令
和
五
年
六
月
一
二

日
の
第
九
回
沖
縄
県
軽
石
問
題
対
策
会
議
で
の
報
告
資
料

に
よ
り
ま
す
と
、
国
、
県
、
市
町
村
等
に
よ
る
軽
石
の
回

変質海洋地殻からの脱⽔流体

堆積物融解

流体と堆積物メルトの
２成分同時付加モデル

福徳岡ノ場

(a) (b)

図 8（a）通常の沈み込み帯での沈み込み成分の付加の様子。Ribeiro 
et al.（2013）に加筆。（b）福徳岡ノ場では、急角度で沈み込む 

プレートにともない、流体と堆積物メルト（融解物）の 2 成分が 
同時に付加され、さらに深部マントルの寄与もある可能性がある。
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収
量
は
約
一
一
万
立
方
メ
ー
ト
ル
で
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
プ
ー
ル
に

す
る
と
約
三
〇
杯
分
ぐ
ら
い
で
す
。
回
収
さ
れ
た
軽
石
は
北
部
と
南

部
の
広
域
仮
置
き
場
に
集
積
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
鉱
山
の
跡

地
に
埋
め
戻
さ
れ
て
、
県
の
仮
置
場
に
あ
っ
た
軽
石
は
ほ
と
ん
ど
な

く
な
っ
て
い
る
状
態
だ
そ
う
で
す
。
一
方
で
、
恩
納
村
は
道
端
に
た

く
さ
ん
積
ん
で
あ
る
よ
う
で
す
（
写
真
6
）。
一
ト
ン
袋
が
四
〇
〇
ぐ

ら
い
並
ん
で
い
ま
す
。
恩
納
村
で
はBerjaya Hotels & Resorts

と

い
う
高
級
リ
ゾ
ー
ト
会
社
が
、
こ
の
軽
石
を
全
部
引
き
取
る
と
い
う

こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
引
き
取
っ
て
何
に
使
う

の
か
、
問
い
合
わ
せ
ま
し
た
が
今
時
点
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
埋
め

立
て
に
使
う
に
し
て
も
、
軽
石
は
母
材
的
に
ス
カ
ス
カ
な
の
で
、
軽

石
を
埋
め
立
て
の
土
砂
に
は
使
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
多

量
の
軽
石
を
、
こ
の
リ
ゾ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
は
ど
う
す
る
の
か
、
す
ご

く
興
味
が
あ
り
ま
す
。

利
活
用
の
事
例
と
し
て
三
つ
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
目

写真 6　恩納村の回収軽石の集積の様子。2023 年 10 月 4 日。 
（写真提供：安里周作）

福徳岡ノ場由来の漂着軽石とのつきあい
新城 竜一
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写真 8　洛北高校での軽石を使った出前授業。2023 年 9 月 20 日。 
（写真提供：井上 藍）

写真 7　自然科学の教育教材として軽石を活用。未来のサイエンティ
スト養成事業：夏期講座「1300 キロの旅をした軽石のふしぎ」の様子。

2023 年 7 月 28 日。引用：地球研トピックスのページ 
https://www.chikyu.ac.jp/rihn/news/detail/400/
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が
自
然
科
学
の
教
育
教
材
と
し
て
、
軽
石
は
か
な
り
有
用
だ
と
い
う
話
で
す
。
去
年
に
続
い
て
今
年
も
、
夏

休
み
に
地
球
研
に
お
い
て
、
私
は
京
都
の
子
ど
も
た
ち
対
象
の
「
未
来
の
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
養
成
事
業
」

で
軽
石
を
使
い
ま
し
た
。
軽
石
は
ど
う
し
て
浮
く
の
か
を
探
究
す
る
た
め
密
度
を
測
定
し
た
り
、
噴
火
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
た
め
に
メ
ン
ト
ス
・
コ
ー
ラ
に
よ
る
軽
石
噴
火
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
行
い

ま
し
た
（
写
真
7
）。
子
ど
も
た
ち
の
自
然
科
学
的
な
素
養
を
培
う
の
に
、
軽
石
と
い
う
素
材
は
す
ご
く
役

立
ち
ま
し
た
。
ま
た
九
月
に
は
、
洛
北
高
校
の
出
前
授
業
で
軽
石
を
使
い
ま
し
た
（
写
真
8
）。
実
物
の
軽

石
の
タ
イ
プ
分
け
を
行
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
で
き
た
の
か
を
一
緒
に

考
え
る
内
容
の
出
前
授
業
で
す
。
実
物
を
触
り
な
が
ら
の
授
業
で
は
生
徒
た
ち
の
食
い
つ
き
が
良
か
っ
た

で
す
。
さ
て
、
七
〜
一
〇
月
の
期
間
中
、
東
京
・
国
立
科
学
博
物
館
で
は
「
海
―
生
命
の
み
な
も
と
―
」

海
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
9
）。
沖
縄
に
漂
着
し
た
軽
石
、
海
底
火
山
の
軽
石
の
展
示
も
あ
っ
た
そ

う
で
す
。「
軽
石
い
か
だ
」
が
再
現
さ
れ
、
生
物
殻
が
付
着
し
た
軽
石
を
使
っ
た
生
物
拡
散
の
解
説
も
あ
り

ま
し
た
。
科
学
博
物
館
の
展
示
に
も
含
ま
れ
る
ほ
ど
今
回
の
軽
石
噴
火
は
人
々
の
自
然
現
象
の
理
解
に
役

立
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
火
山
防
災
振
興
機
構
はYahoo!

基
金
の
二
〇
二
三
年
度
「
防
災

減
災
活
動
支
援
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
利
用
し
て
、YouTube

動
画
を
作
っ
て
い
ま
す
。
主
に
出
て
く
る

の
は
与
論
島
の
話
で
す
が
、
与
論
島
で
ど
う
い
う
軽
石
の
対
策
が
取
ら
れ
た
の
か
、
次
世
代
に
伝
え
る
漂

福徳岡ノ場由来の漂着軽石とのつきあい
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着
軽
石
の
怖
さ
と
か
、
ど
う
や
っ
て
復
活
し
た
か
と
い
う
の
を
、

YouTube

ビ
デ
オ
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
に
資
料
を
提

供
し
コ
メ
ン
ト
も
し
ま
し
た
。
現
在
、https://w

w
w.youtube.

com
/w

atch?v=7hCf-K5IQKE

で
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
然
科

学
的
な
教
育
の
教
材
と
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
を
、
私
自

身
は
や
っ
て
き
ま
し
た
。

次
に
、
一
般
の
方
々
が
頑
張
っ
て
軽
石
の
利
用
に
挑
戦
し
て
い

る
話
を
し
ま
す
。
ま
ず
釉
薬
に
つ
い
て
。
今
年
の
一
月
の
広
領
域

地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
の
キ
ッ
ク
オ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
も
紹
介
し
た

の
で
す
が
、
久
米
島
の
陶
芸
家
の
宇
江
城
昌
順
さ
ん
が
、
こ
の
軽

石
を
釉
薬
と
し
て
使
っ
て
軽
石
釉
薬
の
陶
芸
作
品
を
作
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
人
気
が
あ
る
よ
う
で
、
い
ま
ネ
ッ
ト
で
み
る
と
、
茶

碗
一
つ
で
数
十
万
円
と
す
ご
い
金
額
で
す
。
か
な
り
風
合
い
の
い

い
も
の
が
で
き
る
と
い
う
話
で
す
。
一
方
、
石
垣
島
で
は
去
年
の

一
二
月
に
「
や
き
も
の
祭
り
」
を
市
役
所
の
新
庁
舎
ロ
ビ
ー
で
や
っ

軽⽯いかだ

⽣物が付着した軽⽯

写真 9　東京・国立科学博物館　特別展「海―生命のみなもと―」。 
2023 年 7 月 15 日～ 10 月 9 日。（写真提供：宇佐美賢）
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て
い
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
海
底
火
山
に
由

来
し
た
軽
石
を
釉
薬
に
使
っ
て
、
八
重
山
の
陶

芸
家
た
ち
が
製
作
し
た
も
の
を
展
示
し
た
特
別

企
画
展
示
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
写
真
が
い
ろ

い
ろ
な
工
房
が
出
展
し
た
陶
芸
の
作
品
展
に

な
っ
て
い
ま
す
（
写
真
10
）。
そ
こ
で
、
ほ
か
に

何
か
面
白
い
試
み
は
な
い
か
な
と
思
い
、
い
ろ

い
ろ
調
べ
て
み
ま
し
た
。D&DEPARTM

ENT 
PROJECT

と
い
う
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
ナ
ガ
オ
カ

ケ
ン
メ
イ
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
ス
ト
ア
ス
タ

イ
ル
の
活
動
体
は
、
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン

を
テ
ー
マ
に
し
て
、
各
都
道
府
県
に
拠
点
を

作
っ
て
、
地
域
の
個
性
や
、
息
の
長
い
そ
の
土

地
ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
見
直
し
て
、
全
国
に
向

け
て
紹
介
す
る
と
い
う
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

写真 10　石垣市役所新庁舎での「やきもの祭り」での特別展示 
（軽石を釉薬にした作品展）。2022 年 12 月 11 日。（新城撮影）
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沖
縄
に
も
店
舗
が
あ
っ
て
、
お
し
ゃ
れ
な
お
店
な
の
で
、
私

も
時
々
こ
こ
に
行
っ
て
ウ
イ
ン
ド
ウ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
し
て
い

ま
す
。
今
年
の
七
〜
九
月
に
か
け
て
、
沖
縄
店
独
自
の
企
画

を
し
て
い
ま
し
た
。「
や
ち
む
ん
の
も
の
の
ま
わ
り
―
酒
器
か

ら
学
ぶ
沖
縄
の
焼
物
文
化
―
」
と
い
う
の
で
、
沖
縄
と
い
え

ば
泡
盛
で
す
が
、
泡
盛
で
使
わ
れ
る
酒
器
の
文
化
、
カ
ラ
カ

ラ
と
か
、
抱だ

ち

瓶び
ん

、
嘉ゆ

し

瓶び
ん

、
チ
ブ
グ
ワ
ー
な
ど
、
泡
盛
文
化
で

使
わ
れ
る
よ
う
な
酒
器
の
展
示
が
あ
り
ま
し
た
。
石
垣
島
の

工
房
谷
池
さ
ん
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
展
示
を
し
て
い

て
、
こ
の
カ
ラ
カ
ラ
の
釉
薬
に
軽
石
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
（
写
真
11
）。
ま
だ
軽
石
を
使
っ
て
陶
芸
の
活
動
を
さ
れ

て
い
る
方
が
い
る
の
だ
な
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

軽
石
ガ
ラ
ス
の
話
で
す
。
そ
れ
は
沖
縄
の
う
る
ま
市
在
住

の
松
本
栄
さ
ん
が
軽
石
を
利
用
し
、
ガ
ラ
ス
に
し
て
作
っ
た

軽
石
ガ
ラ
ス
で
す
。
松
本
さ
ん
が
す
ご
い
の
は
、
軽
石
を
粉

写真 11　工房谷池（kobo_taniike）さんのインスタグラムから。 
https://www.instagram.com/kobo_taniike/?img_index=1 

2023 年 12 月 14 日閲覧
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砕
し
粉
末
に
す
る
た
め
の
機
械
を
購
入
す
る
た
め

に
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
資
金
を
集
め
て
、

そ
れ
で
軽
石
ガ
ラ
ス
を
作
っ
て
、
そ
の
売
り
上
げ

を
全
部
そ
の
地
域
の
漁
協
に
寄
付
す
る
活
動
を
し

て
い
る
こ
と
で
す
。
琉
球
ガ
ラ
ス
は
、
今
は
観
光

客
に
も
人
気
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
ま
す

と
、
こ
の
琉
球
ガ
ラ
ス
の
誕
生
に
は
戦
後
の
沖
縄

の
歴
史
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
戦
争
で
沖

縄
の
ガ
ラ
ス
工
房
も
全
部
破
壊
さ
れ
て
何
も
な

か
っ
た
と
き
に
、
ど
う
や
っ
て
琉
球
ガ
ラ
ス
が
復

活
し
た
か
と
い
う
と
、
駐
留
米
軍
が
廃
棄
し
た

コ
ー
ラ
の
瓶
と
か
、
ビ
ー
ル
瓶
と
か
、
そ
う
い
う

の
を
材
料
に
し
て
、
ガ
ラ
ス
文
化
が
復
活
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
米
軍
か
ら
の
廃
瓶
で
作
っ

写真 12　「再生ガラス工房てとてと」松本栄さんの軽石ガラス。 
http://www.mingei-okumura.com/fs/mingei/c/tetoteto 

2023 年 12 月 14 日閲覧
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た
も
の
で
す
か
ら
、
気
泡
が
入
っ
た
り
、
あ
る
い
は
厚
み
が
一
様
で
は
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
が
沖

縄
独
特
の
琉
球
ガ
ラ
ス
の
特
徴
に
な
っ
て
、
米
軍
軍
人
が
日
常
生
活
で
好
ん
で
使
用
し
た
り
、
お
土
産
と

し
て
持
っ
て
帰
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
琉
球
ガ
ラ
ス
の
誕
生
に
は
戦
後
の
米
軍
と
の
関
わ
り
が
強
く
関
係

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
松
本
さ
ん
は
、
廃
棄
さ
れ
た
瓶
の
リ
サ
イ
ク
ル
材
に
軽
石

を
混
ぜ
て
新
し
い
ガ
ラ
ス
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
軽
石
の
配
合
の
具
合
で
色
合
い
が
い
ろ
い
ろ
違
う
ガ

ラ
ス
が
で
き
る
そ
う
で
す
（
写
真
12
）。
こ
の
よ
う
に
、
松
本
さ
ん
は
軽
石
ガ
ラ
ス
の
可
能
性
を
今
で
も
研

究
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
回
の
発
表
で
は
、
地
球
科
学
的
に
軽
石
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
面
白
い
か
と
い
う
話
と
、
今
現
在
、
軽

石
が
ど
う
使
わ
れ
、
処
理
さ
れ
、
利
活
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
例
を
い
ろ
い
ろ
紹
介
し
ま
し
た
。
私

の
感
想
と
し
て
は
、
軽
石
は
琉
球
の
文
化
の
中
に
じ
わ
じ
わ
と
浸
透
し
て
き
て
い
る
と
い
う
の
を
実
感
と

し
て
感
じ
て
い
ま
す
。
私
自
身
も
教
材
に
使
っ
て
お
り
、
み
ん
な
こ
の
軽
石
を
し
た
た
か
に
利
用
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
、
私
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
最
後
に
、
今
回
の
発
表
で
写
真
や
資
料
な
ど
を
提

供
し
て
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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