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〇
人
び
と
を
取
り
巻
く

　
厳
し
い
自
然
環
境

日
本
列
島
で
人
び
と
の
生
活
が
始

ま
っ
た
の
は
、
今
か
ら
４
万
年
前
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
約
２
万
５
千
年
間
、
土
器

の
使
用
が
始
ま
る
縄
文
時
代
ま
で
の
間

を
後
期
旧
石
器
時
代
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
代
は
、
寒
冷
な
乾
燥
し
た
気

候
で
、
平
均
気
温
は
現
在
よ
り
も
７
、

８
度
低
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

北
海
道
を
除
く
と
、
草
原
と
ス
ギ
や
マ

ツ
な
ど
の
針
葉
樹
林
、
コ
ナ
ラ
や
ハ
ン

ノ
キ
な
ど
と
い
っ
た
広
葉
樹
が
含
ま
れ

た
針
広
混
交
林
が
広
が
り
、
今
は
絶
滅

し
た
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
や
オ
オ
ツ
ノ
シ
カ

と
い
っ
た
大
型
草
食
獣
な
ど
が
生
息

し
て
い
ま
し
た
。

〇
残
さ
れ
た
人
び
と
の
痕
跡

現
在
、
後
期
旧
石
器
時
代
の
遺
跡

数
は
、
全
国
で
約
1
万
、
大
阪
府
内
で

は
4
0
0
余
り
で
、
後
の
時
代
と
比
べ

て
最
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
池
田

市
内
で
は
、
中
国
道
池
田
Ｉ
Ｃ
付
近

に
広
が
る
宮
の
前
遺
跡
や
五
月
山
南

麓
の
伊
居
太
神
社
参
道
遺
跡
な
ど
、

５
カ
所
の
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
遺
跡
は
、
北
摂
山
地
の
南
麓

に
点
在
す
る
遺
跡
群
に
含
ま
れ
て
い

ま
す
。

時
代
が
長
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
遺
跡

数
が
少
な
い
こ
と
は
、人
び
と
の
生
活

の
痕
跡
が
残
り
に
く
い
こ
と
に
加
え
、

後
述
す
る
よ
う
に
移
動
生
活
を
し
て

い
た
こ
と
に
も
よ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

当
時
の
日
本
列
島
の
人
口
が
２
万
人

程
度
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
そ
の
要
因
の
一
つ
で
す
。

〇
想
像
を
超
え
る
人
び
と
の

　
移
動

　

後
期
旧
石
器
時
代
で
は
、獣
骨
や
木

を
素
材
に
し
た
道
具
の
使
用
も
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、見
つ
か
る
の
は
ほ
ぼ

石
器
に
限
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
主
体

を
占
め
る
の
が
ナ
イ
フ
形
石
器
で
、槍や

り

の
先
に
付
け
た
り
、切
っ
た
り
削
っ
た

り
と
、狩
猟
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
使
用
で
き
る
石
器
で
す
。

道
具
の
良
し
悪
し
は
、
素
材
と
製
作

技
術
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
鋭
利

な
石
器
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
適

し
た
石
材
が
必
要
で
す
。
近
畿
地
方
で

は
、
大
阪
府
と
奈
良
県
の
境
に
あ
る
二

上
山
周
辺
だ
け
で
手
に
入
る
サ
ヌ
カ
イ

ト（
安
山
岩
の
一
種
）が
主
と
し
て
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
二
上
山
周
辺
で
は
、

石
器
を
製
作
し
た
遺
跡
も
見
つ
か
っ

て
お
り
、
製
品
、
あ
る
い
は
素
材
が
移

動
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
共

通
の
技
術
で
石
器
が
製
作
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
す
。
す
で
に
こ
の
時
代
に
、

素
材
や
製
品
は
も
と
よ
り
、
技
術
や
知

識
が
私
た
ち
の
想
像
を
超
え
る
範
囲

で
人
び
と
に
共
有
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

〇
道
具
と
人
び
と
の
生
活

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
の
生
活
に
と
っ

て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が

道
具
で
す
。
ど
の
よ
う
な
道
具
が
、
ど

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
が
分
か
れ

ば
、
人
び
と
の
生
活
を
復
元
す
る
手
が

か
り
に
な
り
ま
す
。

こ
の
時
代
は
、
木
の
実
な
ど
も
食
料

に
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
植
物
を

加
工
、
調
理
す
る
道
具
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
食
べ
る
こ
と
が

で
き
る
植
物
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
と

も
関
連
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
当
時
の
生
活
が
狩
猟
を
主
体
と
し

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

ま
た
、
狩
猟
の
道
具
が
槍
に
限
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
見
つ
け
や
す
く
、

動
き
が
緩
慢
な
大
型
草
食
獣
が
獲
物

と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
大
型
草
食
獣
は
多
く
の
食
べ
物

を
必
要
と
す
る
た
め
、
季
節
に
応
じ
て

広
大
な
エ
リ
ア
を
移
動
し
な
が
ら
生
息

し
て
い
ま
す
。
と
す
る
と
、
人
び
と
は

こ
れ
ら
大
型
草
食
獣
を
追
う
移
動
生

活
を
送
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
導
き

出
さ
れ
ま
す
。
当
時
の
人
び
と
が

持
っ
た
道
具
か
ら
、
特
定
の
獲
物
に

絞
っ
た
、
効
率
の
高
い
極
め
て
合
理
的

な
行
動
が
復
元
で
き
る
の
で
す
。
市

内
の
遺
跡
は
、
そ
の
移
動
途
中
に
人
び

と
が
残
し
た
生
活
の
痕
跡
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
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市
史
編
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委
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・
田
中
晋
作
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旧石器時代：「道具」から復元される人びとの生活

ナ
イ
フ
形
石
器(

宮
の
前
遺
跡
：
歴
史
民
俗

資
料
館)

二上山遠望(大阪側から)


