
自
然
の
恩
恵
に
対
価
を
支
払
う
（
２
０
１
０
・
１
２
・
１
４
） 

  

日
本
の
林
業
は
森
林
を
維
持
す
る
た
め
の
間
伐
な
ど
の
手
入
れ
が
で
き
な
い
ほ
ど
不
振
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
話
題
に

な
っ
て
い
る
。
実
際
、
国
内
の
林
業
の
生
産
総
額
は
九
〇
年
に
は
九
八
〇
〇
億
円
で
あ
っ
た
が
、
〇
六
年
に
は
四
三
〇
〇
億

円
と
半
分
以
下
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
五
〇
年
前
に
は
約
九
〇
％
で
あ
っ
た
木
材
の
自
給
比
率
が
、
最

近
で
は
二
〇
％
前
後
に
急
落
し
、
安
価
な
外
材
に
価
格
で
対
抗
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
森
林
に
は
木
材
を
生
産
す
る
以
外
の
価
値
が
あ
る
。
豪
雨
で
あ
っ
て
も
森
林
が
雨
水
を
貯
留
し
て
洪
水
を
防
止

す
る
、
森
林
が
整
備
さ
れ
て
い
れ
ば
土
砂
崩
壊
を
防
止
す
る
、
炭
酸
ガ
ス
を
酸
素
に
変
換
す
る
、
様
々
な
野
生
生
物
が
成
育

で
き
る
、
登
山
や
散
策
の
環
境
を
提
供
す
る
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
恩
恵
は
エ
コ
シ
ス
テ
ム
・
サ
ー
ビ
ス
と
命
名
さ
れ
、

経
済
学
的
手
法
に
よ
っ
て
値
段
が
計
算
さ
れ
て
い
る
。
一
〇
年
前
の
数
字
で
は
、
日
本
の
森
林
の
価
値
は
七
五
兆
円
で
あ
っ

た
。 

 

同
様
に
、
日
本
の
農
業
、
と
り
わ
け
稲
作
も
不
振
で
あ
る
。
九
四
年
に
は
三
兆
八
千
億
円
で
あ
っ
た
コ
メ
の
生
産
は
〇
六

年
に
は
一
兆
九
千
億
円
と
林
業
と
同
様
に
半
減
し
て
い
る
。
こ
の
最
大
の
原
因
は
四
〇
年
前
に
は
一
人
一
日
約
三
〇
〇
グ
ラ

ム
で
あ
っ
た
消
費
が
、
現
在
で
は
約
一
七
〇
グ
ラ
ム
と
四
五
％
も
減
少
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
稲
作
に
つ
い
て
も
水
田
の

エ
コ
シ
ス
テ
ム
・
サ
ー
ビ
ス
が
計
算
さ
れ
て
お
り
、
遊
水
機
能
に
よ
る
洪
水
緩
和
、
野
生
生
物
の
育
成
な
ど
で
八
兆
二
千
億

円
に
な
っ
て
い
る
。 

 

産
業
の
視
点
か
ら
の
森
林
や
水
田
の
価
値
と
環
境
の
視
点
か
ら
の
価
値
は
極
端
に
相
違
し
、
森
林
の
場
合
は
約
一
七
〇
倍
、

水
田
で
は
四
倍
も
の
乖
離
に
な
っ
て
い
る
が
、
問
題
は
エ
コ
シ
ス
テ
ム
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
が
現
在
の
一
般
社
会
で
は
ほ
と

ん
ど
認
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
認
知
さ
れ
れ
ば
、
現
在
、
二
〇
〇
億
円
程
度
の
岩
手
の
林
業
は
三
兆
九
千
億

円
の
価
値
に
な
る
し
、
現
在
、
一
八
〇
〇
億
円
程
度
の
新
潟
の
稲
作
は
五
千
億
円
の
価
値
に
な
り
、
一
大
産
業
に
飛
躍
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
価
値
を
社
会
が
認
知
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
は
可
能
か
と
疑
問
を
も
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
で
に

制
度
に
し
た
社
会
が
あ
る
。
英
国
の
一
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
農
業
環
境
支
払
制
度
（
Ｅ
Ｓ
Ｓ
）
に
よ
り
、
農
地
が
野
生

生
物
の
保
護
に
役
立
っ
て
い
る
、
田
園
景
観
の
維
持
に
貢
献
し
て
い
る
、
遺
伝
資
源
の
保
全
に
有
用
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

役
割
を
評
価
し
、
そ
の
評
点
に
よ
っ
て
政
府
が
農
家
に
支
払
う
制
度
で
、
〇
七
年
か
ら
一
三
年
ま
で
に
四
兆
円
弱
の
予
算
が

確
保
さ
れ
て
い
る
。 

 

現
在
の
日
本
の
政
府
は
農
家
戸
別
所
得
補
償
制
度
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
定
の
条
件
を
満
足
し
て
作
物

を
生
産
し
た
農
家
を
対
象
に
、
生
産
費
用
と
販
売
価
格
の
差
額
を
補
填
す
る
制
度
で
あ
る
。
農
業
を
維
持
す
る
と
い
う
視
点

で
は
一
見
類
似
の
よ
う
で
あ
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
制
度
は
こ
れ
か
ら
の
環
境
時
代
を
意
識
し
た
補
償
制
度
で
あ
る
の
に
、

日
本
の
制
度
は
こ
れ
ま
で
の
産
業
時
代
の
痕
跡
が
明
確
な
制
度
で
、
画
虎
類
狗
、
す
な
わ
ち
本
質
は
ま
っ
た
く
相
違
し
た
内

容
で
あ
る
。 

 

今
夏
の
山
梨
県
側
か
ら
の
富
士
登
山
者
数
が
二
五
万
人
を
突
破
し
て
記
録
を
更
新
し
た
。
海
外
か
ら
の
登
山
者
数
も
増
加

し
て
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
糞
尿
や
ゴ
ミ
の
始
末
で
地
元
に
は
迷
惑
な
側
面
も
あ
る
。
そ
こ
で
来
年
あ
た
り
か
ら
、
入
山

料
金
を
徴
収
す
る
議
論
が
登
場
し
て
い
る
。
多
摩
川
沿
い
の
河
原
は
夏
期
の
休
日
に
な
る
と
多
数
の
人
々
が
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

に
利
用
す
る
が
、
こ
れ
も
ゴ
ミ
の
始
末
が
地
元
の
負
担
に
な
っ
て
お
り
、
利
用
料
金
の
徴
収
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ま
で
人
間
は
自
然
の
恩
恵
を
無
償
で
利
用
し
て
き
た
。
そ
の
人
数
が
少
数
で
あ
っ
た
時
代
に
は
問
題
は
な
か
っ
た
が
、

富
士
登
山
が
象
徴
す
る
よ
う
に
利
用
人
数
が
増
大
し
て
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
な
り
、
平
行
し
て
自
然
環

境
保
護
の
意
識
が
高
揚
し
て
く
る
と
、
自
然
を
有
償
で
利
用
し
な
が
ら
、
自
然
保
護
と
産
業
維
持
を
両
立
さ
せ
る
発
想
が
必

要
と
な
り
、
一
部
で
は
あ
る
に
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
方
向
転
換
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 


