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〈
ま
え
が
き
〉

　

実
に
多
く
の
日
本（
人
）論
が

　
　
　
　
　
　

書
か
れ
て
き
た
が

　

私
の
書
棚
に
は
、
日
本
（
人
）
論
に
関

し
て
の
著
作
が
、
２
０
０
～
３
０
０
冊
あ

る
。
そ
の
中
で
の
松
岡
正
剛
著
の
『
日
本

文
化
の
核
心
』
と
い
う
本
は
、
最
も
日
本

（
人
）
を
鋭
く
全
体
と
し
て
捉
え
〝
こ
の

国
の
深
い
魅
力
〟
を
真
に
捉
え
た
秀
逸
な

著
作
で
あ
る
と
思
う
。

　

著
者
自
身
が
語
る
如
く
、「
生
物
に
学

び
、
歴
史
を
い
た
だ
き
、
文
化
を
遊
ぶ
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
た
編
集
工
学
と
い
う

手
法
で
、
ジ
ャ
パ
ン
フ
ィ
ル
タ
ー
と
い
う

い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
、
日

本
文
化
の
本
質
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い

る
本
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
の
本
の
著
者
の
松
岡
正

剛
氏
は
、
昔
か
ら
多
く
の
日
本
（
人
）
の

研
究
者
の
著
作
を
数
知
れ
ず
読
み
切
り
、

そ
れ
を
更
に
編
集
す
る
形
で
纏
め
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
松
岡
正
剛
氏
の
読

破
し
た
本
の
多
さ
に
驚
く
と
共
に
、
そ
の

立
場
に
感
動
す
る
。
何
故
な
ら
日
本（
人
）

　

や
は
り
日
本
（
人
）
論
を
展
開
し
、
そ

の
本
質
を
見
抜
き
、
描
く
努
力
を
し
よ
う

と
す
る
と
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
。
目
に
見
え
な
い
隠
さ
れ
た
部
分

が
ひ
っ
そ
り
と
そ
の
背
後
に
控
え
て
い
る

事
が
多
い
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
日
本

神
話
に
お
け
る
「
造
化
三
神
」
が
最
初
に

ち
ょ
っ
と
現
れ
て
、
直
ぐ
に
背
後
に
消
え

て
し
ま
っ
て
い
る
如
く
、
見
え
な
い
世
界

や
背
後
の
微
妙
な
陰
影
が
日
本
文
化
の
特

色
の
１
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
含
め
て
松
岡
正
剛
氏
は
『
日
本

文
化
の
核
心
』
を
彼
な
り
の
独
自
の
立
場

論
を
展
開
し
て
い
く
上
で
、重
要
な
事
は
、

読
者
に
お
も
ね
る
形
で
出
来
る
限
り
判
り

易
く
著
そ
う
と
意
図
し
た
日
本
（
人
）
論

も
多
い
が
、
そ
れ
で
は
日
本
（
人
）
論
の

本
質
に
接
近
す
る
に
は
不
十
分
で
、「
日

本
文
化
は
ハ
イ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
、
一
見

判
り
難
い
と
思
え
る
文
化
表
現
に
真
髄
が

あ
る
の
で
す
」
と
序
で
語
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
指
摘
に
は
私
も
全
く
同
感

で
あ
る
。
但
し
、
著
者
の
み
の
責
任
で
は

な
く
、「
や
さ
し
さ
」
を
求
め
る
読
者
と
、

そ
れ
を
好
ん
で
要
求
す
る
編
集
者
に
も
そ

の
責
任
は
あ
る
。

農
食
健
研
究
所

㈱
医
工
学
研
究
所

㈱
人
間
と
科
学
の
研
究
所 

所
長

飛
岡
　
健

日
本（
人
）論
の
決
定
版
と
し
て
の

日
本（
人
）論
の
決
定
版
と
し
て
の

『
日
本
文
化
の
核
心
』へ
の
補
填

『
日
本
文
化
の
核
心
』へ
の
補
填（
前
編
）

（
前
編
）
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こ
れ
か
ら
訪
れ
る
〝
狂
暴
化
し
て
い
く
地

球
（
Ｒ
ｅ
ｗ
ｉ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ　

Ｅ
ａ
ｒ
ｔ

ｈ
）〟
の
振
る
舞
い
に
人
類
は
対
応
し
切

れ
ず
、
破
滅
の
道
を
辿
る
か
も
知
れ
な
い

と
の
危
機
感
を
宿
し
始
め
て
い
る
。
い
や

多
く
は
既
に
そ
う
し
た
理
解
を
持
ち
、
警

告
を
発
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
に
陥
る
中
で
、
将
来
を

憂
う
世
界
の
人
々
の
視
界
の
中
に
「
日
本

と
い
う
国
の
歴
史
、
伝
統
、
文
化
等
々
の

中
に
、
未
来
の
望
ま
し
い
世
界
の
姿
の
ヒ

ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
始

の
書
に
も
各
々
の
立
場
か
ら
触
れ
ら
れ
、

各
々
の
著
作
が
日
本
（
人
）
論
を
海
外
の

人
々
に
知
ら
し
め
る
の
に
一
役
買
っ
て
い

る
。
そ
し
て
今
も
そ
の
内
容
は
殆
ど
が
通

じ
る
で
あ
ろ
う
。こ
こ
で
取
り
上
げ
た『
日

本
文
化
の
核
心
』
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
と

比
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
踏
ま
え
た

上
で
、
よ
り
体
系
的
に
日
本
文
化
を
編
集

し
直
し
、
核
心
を
つ
い
た
著
作
に
な
っ
て

い
る
と
私
は
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
日
本

（
人
）
論
の
啓
蒙
普
及
書
と
し
て
は
よ
り

完
成
度
の
高
い
本
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
禅
と
日
本
文
化
』：
鈴
木
大
拙

『
茶
の
本
』：
岡
倉
天
心

『
代
表
的
日
本
人
』：
内
村
鑑
三

『
武
士
道
』：
新
渡
戸
稲
造

『
菊
と
刀
』：
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

『
日
本
の
思
想
』：
丸
山
眞
男

『
風
土
』：
和
辻
哲
郎

『「
縮
み
」
志
向
の
日
本
人
』：
李
御
寧

ｅ
ｔ
ｃ
．

　

さ
て
今
日
と
い
う
時
代
は
、
こ
れ
ら
の

著
作
と
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
『
日
本

文
化
の
核
心
』
を
ひ
と
り
ひ
と
り
の
日
本

人
が
読
み
、
理
解
し
、
日
本
（
人
）
論
の

〝
語
り
部
〟
と
し
て
育
っ
て
い
く
事
が
極

め
て
日
本
に
と
っ
て
も
、
世

界
に
と
っ
て
も
大
事
に
な
っ

て
き
て
い
る
時
代
な
の
で
あ

る
。
何
故
な
ら
、
ジ
ェ
レ

ミ
ー
・
リ
フ
キ
ン
著
『
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
の
時
代
』
が
警
告

し
て
い
る
如
く
、
こ
の
地
球

上
で
の
人
類
の
生
存
は
、
と

て
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
Ｓ
ｕ
ｓ
ｔ

ａ
ｉ
ｎ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ　

Ｄ
ｅ
ｖ

ｅ
ｌ
ｏ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ　

Ｇ
ｏ

ａ
ｌ
ｓ
）
ど
こ
ろ
の
対
応
で

は
対
応
し
切
れ
な
い
程
の
厳

し
い
環
境
破
壊
を
目
の
前
に

招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
地
球
上

か
ら
著
し
て
い
る
素
晴
ら
し
い
力
作
で
あ

る
。

　

私
は
大
方
『
日
本
文
化
の
核
心
』
の
論

は
、
こ
の
著
作
の
中
で
完
成
に
近
づ
い
て

い
る
も
の
と
思
う
。
し
か
し
長
年
自
然
科

学
者
と
し
て
日
本
研
究
を
し
て
き
た
私

の
立
場
か
ら
す
る
と
、『
日
本
文
化
の
核

心
』
が
形
成
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
日
本

の
自
然
そ
の
も
の
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る

点
を
編
集
の
中
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
触

れ
、
一
講
入
れ
て
欲
し
か
っ
た
と
の
印
象

が
残
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
点

を
少
し
こ
こ
で
付
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
事

に
す
る
。
但
し
同
氏
の
知
識
量
か
ら
言
え

ば
、
こ
の
本
の
中
に
編
集
し
て
い
な
い
だ

け
で
、
き
っ
と
こ
こ
で
の
私
の
述
べ
る
事

も
理
解
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
ろ
う
。

１　

何
の
為
に「
日
本（
人
）論
」を

い
ま
改
め
て
取
り
上
げ
る
の
か
？

　

と
こ
ろ
で
何
の
為
に
日
本
（
人
）
論
を

改
め
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
か
の
意
図

を
こ
こ
で
話
し
て
お
こ
う
。

　

極
め
て
ハ
イ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
『
日
本

文
化
の
核
心
』
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
か
つ

て
日
本
文
化
（
精
神
）
を
海
外
の
人
々
に

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
書
か
れ
た
次

松岡正剛著
『日本文化の核心』

ジェレミー・リフキン著
『レジリエンスの時代』

で
の
人
類
の
未
来
社
会
に
つ
い
て
よ
り
厳

し
い
思
索
を
練
り
、
解
決
策
を
得
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
立
場
と
内
容
に
納
得
す
る

人
々
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、

物
質
的
豊
か
さ
と
、
利
便
性
を
未
だ
他
者

と
の
比
較
の
上
で
、
主
体
的
判
断
無
く
し

て
、
無
思
慮
に
追
い
求
め
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
も
、
世
界
中
の
真
に
鋭

い
感
性
の
持
ち
主
は
、
理
性
、
知
性
の
捉

え
る
世
界
認
識
と
そ
こ
か
ら
組
み
立
て
ら

れ
た
論
理
や
知
見
の
み
で
の
対
応
で
は
、
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め
て
い
る
様
子
を
窺
う
事
が
出
来
る
。
結

論
的
に
は
、
そ
の
世
界
の
未
来
に
と
っ
て

の
望
ま
し
い
姿
は
そ
こ
に
は
あ
る
が
、
世

界
の
何
処
で
も
可
能
な
内
容
で
は
な
く
、

自
然
に
溢
れ
て
い
る
蓬
莱
島
の
日
本
だ
か

ら
こ
そ
「
日
本
文
化
の
核
心
」
を
実
現
出

来
た
の
で
あ
り
、
古
の
姿
を
そ
の
ま
ま
世

界
各
地
で
、
今
日
の
先
端
科
学
技
術
を
フ

ル
動
員
し
て
も
、
実
現
出
来
る
訳
で
は
な

く
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
の
〝
古

の
心
〟
の
中
に
は
、
世
界
の
人
々
に
「
自

然
と
調
和
し
て
生
き
て
い
く
人
類
の
こ
れ

か
ら
の
在
り
方
」
に
対
し
て
、
深
い
洞
察

や
示
唆
を
与
え
得
る
可
能
性
を
十
分
に
有

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
為

に
も
、
日
本
人
自
身
が
日
本(

人)

論
を

先
ず
き
ち
ん
と
理
解
し
、
世
界
の
人
々
へ

の
語
り
部
に
な
れ
る
事
が
大
切
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、本
稿
で
改
め
て
日
本
（
人
）

論
の
大
切
さ
を
取
り
上
げ
て
い
る
訳
で
あ

る
。
そ
の
為
に
も
『
日
本
文
化
の
核
心
』

は
最
適
の
指
南
書
で
あ
る
。

２　
『
日
本
文
化
の
核
心
』の
内
容　

　

こ
こ
で
は
松
岡
正
剛
著
の
『
日
本
文
化

の
核
心
』
の
ジ
ャ
パ
ン
フ
ィ
ル
タ
ー
を
、

目
次
を
お
借
り
し
て
示
し
て
お
こ
う
。
全

部
で
第
十
六
講
で
あ
る
。本
稿
の
意
図
は
、

第
十
七
講
を
付
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
形
の

作
業
で
あ
る
事
を
理
解
し
て
お
い
て
い
た

だ
き
た
い
。

　

こ
の
十
六
講
の
中
に
松
岡
正
剛
氏
の
日

本
文
化
の
核
心
を
編
集
す
る
為
に
、
彼
の

編
集
の
元
と
な
っ
た
数
多
く
の
情
報
、
知

識
が
、
十
分
過
ぎ
る
程
に
消
化
さ
れ
た
上

で
の
珠
玉
の
言
葉
の
選
択
と
し
て
纏
め
ら

れ
て
い
る
。
氏
が
そ
の
中
で
是
非
読
ん
で

お
く
事
を
進
め
て
い
る
著
作
を
読
む
だ
け

で
も
大
変
な
努
力
を
必
要
と
す
る
。
松
岡

正
剛
氏
の
著
の
『
日
本
文
化
の
核
心
』
を

十
分
に
理
解
す
る
に
は
松
岡
正
剛
氏
以
上

に
背
景
と
し
て
の
教
養
を
磨
か
ね
ば
難
し

い
だ
ろ
う
と
思
え
る
。

第
一
講
：
柱
を
立
て
る

第
二
講
：
和
漢
の
境
を
ま
た
ぐ

第
三
講
：
イ
ノ
リ
と
ミ
ノ
リ

第
四
講
：
神
と
仏
の
習
合

第
五
講
：
和
す
る
／
荒
ぶ
る

第
六
講
：
漂
泊
と
辺
境

第
七
講
：
型
、
間
、
拍
子

第
八
講
：
小
さ
き
も
の

第
九
講
：
ま
ね
び
／
ま
な
び

第
十
講
：
或
る
お
お
も
と

第
十
一
講
：
か
ぶ
い
て
候

第
十
二
講
：
市
と
庭

第
十
三
講
：
な
り
ふ
り
か
ま
う

第
十
四
講
：
ニ
ュ
ー
ス
と
お
笑
い

第
十
五
講
：
経
世
済
民

第
十
六
講
：
面
影
を
編
集
す
る

　

し
か
し
、
そ
れ
は
難
し
い
と
言
う
よ
り

は
、
不
可
能
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
こ
の
著
作
を
ど
う
利
用
さ
せ
て
頂
く
事

が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？
私
は
そ
の
内

容
に
関
し
て
の
反
論
は
、
全
く
必
要
な
い

と
思
う
の
で
、
次
の
点
を
付
け
加
え
て
、

よ
り
深
く
核
心
に
接
近
し
て
い
け
る
の
で

は
と
思
っ
た
の
で
、
本
稿
を
印
し
た
。

　

第
１
は
、
既
に
触
れ
た
如
く
、
こ
の
第

十
六
講
で
語
ら
れ
た
事
全
体
が
、
そ
も
そ

も
こ
の
「
日
本
と
い
う
空
間
の
状
態
や
条

件
」の
中
で
、ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
？

そ
の
必
要
十
分
条
件
と
は
何
で
あ
っ
た
か

を
付
記
す
る
事
。

　

第
２
は
、「
今
日
の
世
界
の
厳
し
い
状

況
の
到
来
の
中
で
、
日
本
と
世
界
の
関
わ

り
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
？
も
う
少
し

裏
の
裏
ま
で
立
ち
入
る
事
が
必
要
な
の

か
、ど
う
か
？
」
に
関
し
て
付
記
す
る
事
。

　

以
上
２
点
を
私
な
り
の
見
解
と
し
て
本

論
で
加
え
た
い
と
思
う
。

３　

日
本
の
自
然
の
豊
饒
さ

　

松
岡
正
剛
氏
は
、
１
８
５
３
年
の
ペ

リ
ー
の
黒
船
の
来
航
の
前
に
、
日
本
に
は

３
つ
の
黒
船
「
稲
作
、
鉄
、
漢
字
」
の
来

航
が
、日
本
海
を
超
え
て
大
陸
か
ら
あ
り
、

日
本
文
化
の
核
心
を
育
ん
だ
と
捉
え
た
。

そ
の
点
に
関
し
て
は
、私
も
異
論
は
無
い
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
木
村
正
三

郎
氏
が
「
日
本
文
化
の
男
時
、
女
時
」
論

で
指
摘
し
た
如
く
、
男
の
時
代
に
入
っ
て

来
た
文
化
を
、
女
の
時
代
に
日
本
的
に
見

事
に
発
酵
さ
せ
て
、
消
化
吸
収
し
「
和
魂

漢
才
」
の
如
く
に
、
日
本
独
自
の
も
の
と

し
て
血
肉
と
化
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
如

く
に
松
岡
正
剛
氏
も
同
書
の
中
で
説
明
し

ペリーの黒船来航の前に、
日本には３つの黒船来航があった
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こ
の
日
本
列
島
に
生
活
し
て
き
た
ひ
と
り

ひ
と
り
の
日
本
人
が
日
本
の
環
境
の
与
え

る
厳
し
い
淘
汰
圧
に
巧
み
に
適
応
し
、
そ

の
環
境
の
中
で
巧
み
に
生
存
を
成
功
裡
に

確
保
し
て
く
る
中
で
、
培
わ
れ
た
能
力
に

て
い
る
。

　

他
方
、
注
目
す
べ
き
論
点
は
次
の
如
く

で
あ
る
。
残
念
な
事
に
明
治
維
新
と
、
そ

の
後
の
西
洋
科
学
技
術
文
明
の
導
入
を
促

し
た
１
８
５
３
年
の
ペ
リ
ー
の
黒
船
の
来

港
に
よ
る
開
国
は
、
全
く
事
情
が
そ
れ
ま

で
の
日
本
の
海
外
か
ら
の
影
響
の
取
入
れ

パ
タ
ー
ン
と
異
な
り
、
独
自
の
工
夫
を
し

て
日
本
化
す
る
努
力
が
欠
如
し
て
い
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
お
米
の
苗
代
を

作
り
、
日
本
化
す
る
形
で
、
お
米
の
導
入

を
図
っ
た
ケ
ー
ス
と
違
い
、
全
く
発
酵
さ

せ
る
事
無
く
、
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト
に

取
り
込
み
、
消
化
不
良
を
一
部
で
生
じ
、

十
分
に
日
本
に
と
っ
て
、
真
に
発
酵
消
化

さ
れ
た
望
ま
し
い
モ
ノ
に
な
っ
て
い
な
い

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
『
日
本
文
化

の
核
心
』
を
侵
蝕
す
る
部
分
も
あ
っ
た
と

指
摘
す
る
。
ま
さ
に
そ
の
指
摘
の
如
く
で

あ
る
。
そ
の
事
が
、
そ
の
後
の
日
本
文
化

の
質
を
ど
れ
程
妨
げ
、
質
を
劣
化
さ
せ
た

か
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

さ
て
私
が
、
こ
こ
で
付
記
し
た
の
は
、

松
岡
正
剛
氏
が
３
つ
の
黒
船
と
語
る
「
稲

作
、
鉄
、
漢
字
」
が
ど
う
し
て
日
本
的
に

輸
入
さ
れ
て
か
ら
、途
切
れ
る
こ
と
な
く
、

消
化
吸
収
さ
れ
、
日
本
文
化
の
核
心
を
形

成
す
る
事
が
可
能
と
な
っ
た
か
に
つ
い
て

の
考
察
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
外
来
の
モ

ノ
が
日
本
の
土
壌
の
中
で
、
発
酵
し
得
た

の
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
る
事
で
あ
る
。

私
は
、
そ
れ
は
日
本
の
自
然
の
豊
饒
さ
に

原
因
が
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は

よ
る
と
説
明
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

最
初
に
日
本
の
自
然
の
豊
饒
さ
と
凶
暴

さ
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
関
し

て
は
日
本
人
が
高
校
ま
で
習
う
知
識
の
下

地
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

図１

北海道、東北地方　亜寒帯

南西諸島　亜熱帯

温帯
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３
～
１

ア
ジ
ア
大
陸
の
東
端
か
ら
離
れ
て
、

太
平
洋
上
に
在
民
す
る

南
北
に
伸
び
た
弧
状
の
火
山
列
島

　

日
本
は
、
北
緯
20
度
か
ら
45
度
、
東
経

１
２
０
度
か
ら
１
５
０
度
に
存
在
す
る
南

北
に
細
長
い
弧
状
の
列
島
で
あ
る
。
大
小

約
１
万
４
１
２
５
の
島
々
を
有
し
、
そ
の

海
の
岸
線
は
、
約
３
万
５
０
０
０
㎞
と
世

界
第
６
位
で
、
そ
こ
に
は
全
世
界
の
海
洋

生
物
の
35
％
が
生
棲
し
て
い
る
豊
か
な
海

洋
生
態
系
を
有
し
て
い
る
。

　

何
よ
り
も
、
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
天
然

の
要
塞
と
称
さ
れ
る
如
く
、
国
境
を
他
国

と
直
接
接
し
て
い
な
い
め
ず
ら
し
い
国
で

あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
山
が
、
活
火
山

か
、
休
火
山
の
形
で
あ
り
、
列
島
の
背
骨

と
し
て
ア
ル
プ
ス
等
の
山
脈
が
連
な
っ
て

お
り
、
多
く
は
、
そ
の
昔
、
海
の
底
で
有

機
物
が
堆
積
し
て
出
来
た
堆
積
岩
が
、
地

殻
変
動
に
よ
り
、
隆
起
し
た
り
、
部
分
的

に
沈
降
し
て
出
来
た
栄
養
分
豊
富
な
も
の

で
あ
る
。

　

そ
の
為
に
隆
起
し
た
堆
積
岩
か
ら
出
来

た
土
壌
に
は
、
土
壌
菌
を
養
う
為
に
必
要

な
ミ
ネ
ラ
ル
成
分
等
々
、
様
々
な
生
命
体

図２　日本全体の気候区分

に
必
要
な
栄
養
分
を
豊
富
に
含
ん
だ
土
壌

と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
が
故
に
、
多
く
の
種
類
の
動
植
物

が
、
豊
か
な
生
態
系
を
多
様
に
形
成
し
て

生
棲
し
て
い
る
。

　

ま
た
地
下
に
は
、４
つ
の
プ
レ
ー
ト（
北

米
プ
レ
ー
ト
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
、

太
平
洋
プ
レ
ー
ト
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ

レ
ー
ト
）
が
せ
め
ぎ
合
い
を
す
る
形
で
存

在
し
、
世
界
一
の
地
震
大
国
と
し
て
、
地

震
を
多
発
さ
せ
、
甚
大
な
被
害
を
蒙
ら
せ

て
い
る
。
そ
し
て
中
央
に
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ

ナ
と
呼
ば
れ
る
断
層
地
帯
が
存
在
し
、
国

土
を
南
北
に
二
分
す
る
形
で
存
在
し
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
周
辺
は
極
め
て
磁
場
的

条
件
が
良
い
と
共
に
、
多
様
な
温
泉
が
噴

出
し
、
利
用
さ
れ
て
い
る
。

３
～
２

偏
西
風
に
支
配
さ
れ
た

高
温
多
湿
で

極
め
て
変
化
に
富
ん
だ
気
象
条
件

　

そ
う
し
た
日
本
列
島
の
置
か
れ
た
世
界

地
図
上
で
の
位
置
は
、
日
本
の
気
象
現
象

に
極
め
て
多
彩
な
状
態
を
与
え
て
い
る
。

何
よ
り
も
気
象
学
的
に
は
亜
熱
帯
（
沖
縄

諸
島
）
か
ら
亜
寒
帯
（
北
海
道
）
ま
で
に

国
土
は
拡
が
り
、
更
に
中
央
の
３
０
０
０

メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
は
、
日
本
海
側
と
太

平
洋
側
と
で
気
象
条
件
を
大
き
く
分
け
、

偏
西
風
の
影
響
が
、
そ
の
両
者
で
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
海
に
囲
ま
れ
て
い

る
事
も
あ
り
、水
蒸
気
の
蒸
発
も
活
発
で
、

年
間
の
降
雨
量
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
平
均
の

７
０
０
～
８
０
０
㎜
に
対
し
、
１
８
０
０

㎜
前
後
と
２
倍
半
も
の
降
雨
量
が
あ
り
、

札
幌
～
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
～
ミ
ル
ウ
ォ
ー
キ
ー
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〇
内
陸
性
の
気
候

夏
と
冬
と
の
気
温
差
が
大
き
い

１
年
を
通
し
て
降
水
量
が
少
な
い

〇
北
海
道
の
気
候

夏
が
短
く
、
冬
が
長
い
。　

雨
が
少
な
い

〇
日
本
海
側
の
気
候

冬
は
雪
が
降
る
の
で
降
水
量
が
多
い

気
温
は
低
め

〇
瀬
戸
内
の
気
候

１
年
を
通
し
て
降
水
量
は
少
な
め

温
暖

〇
南
西
諸
島
の
気
候

亜
熱
帯
気
候
。
１
年
を
通
し
て
気
温
が
高

い
。
夏
場
に
降
水
量
が
多
い（

次
号
へ
続
く
）

〇
太
平
洋
側
の
気
候

梅
雨
や
台
風
の
影
響
で
夏
に
雨
が
多
く
、

冬
は
晴
天
が
多
い

と
、
ビ
ー
ル
の
生
産
地
で
名
高
い
３
つ
の

地
域
が
同
緯
度
で
あ
る
事
か
ら
判
る
如

く
、
日
本
列
島
は
、
欧
州
と
比
べ
る
と
温

か
い
地
域
で
あ
り
、
南
へ
行
く
と
暑
い
位

の
場
所
と
な
る
。
雨
と
共
に
、
雪
も
日
本

各
地
で
降
り
、
こ
れ
は
日
本
の
地
下
水
に

と
っ
て
貴
重
な
源
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
３
ヵ
月
ご
と
に
規
則

正
し
く
訪
れ
る
春
夏
秋
冬
の
四
季
で
あ

る
。
更
に
そ
の
安
定
し
た
四
季
の
中
で
の

気
象
変
化
は
、
極
め
て
変
化
に
富
み
、
活

発
で
多
様
で
あ
る
。
こ
の
事
が
日
本
列
島

で
の
自
然
現
象
の
多
用
さ
を
生
み
出
し
、

日
本
人
の
精
神
と
文
化
を
多
彩
な
も
の
に

し
て
い
る
原
因
の
１
つ
と
な
っ
て
い
る
。

３
～
３

こ
の
日
本
の
地
形
と

気
象
条
件
の
作
り
出
す

多
様
で
豊
か
な
自
然

　

こ
の
南
北
に
長
く
伸
び
た
地
形
と
中
央

に
山
脈
を
背
景
と
し
て
存
在
し
、
東
西
南

北
を
分
断
し
て
い
る
空
間
地
域
の
存
在
と

偏
西
風
下
で
の
気
象
条
件
は
、
こ
の
日
本

列
島
の
上
に
、
実
に
多
く
の
自
然
現
象
や

多
く
の
生
命
を
豊
饒
に
育
む
条
件
を
生
み

出
し
て
い
る
。


