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地 

球
上
の
人
口
が
増
加
し
文

明
の
利
器
が
開
発
さ
れ
、

人
間
の
活
動
が
盛
ん
に
な

る
に
従
っ
て
自
然
破
壊
が
急
速
に
進
ん

で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
野
生
の

生
物
た
ち
は
居
場
所
が
狭
く
な
っ
て
私

達
の
周
辺
を
見
回
し
て
も
動
植
物
の
種

類
の
数
、
個
体
の
数
が
ど
ん
ど
ん
減
っ

て
い
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

　
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
（
国
際
自
然
保
護
連
合
）
レ

ッ
ド
リ
ス
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
ま
ま
対

策
を
採
ら
な
い
な
ら
ば
１
０
０
年
以
内

に
１
万
６
０
０
０
種
以
上
の
野
生
生
物

が
地
球
上
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。 

　
こ
れ
ま
で
の
地
球
上
で
は
１
５
０
万

種
以
上
の
動
植
物
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
以
外
に
ま
だ
ま
だ
１
０
０
０
万

〜
３
０
０
０
万
種
の
生
物
が
存
在
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

我
々
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
多
く
の
生

物
が
絶
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

　
地
球
上
に
生
物
が
出
現
し
、
多
様
化

し
て
消
え
て
い
く
と
い
う
の
は
、
今
ま

で
の
生
物
の
歴
史
を
考
え
る
と
自
然
界

の
摂
理
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
太

古
代
に
は
バ
ク
テ
リ
ア
や
ラ
ン
ソ
ウ
類

な
ど
の
単
細
胞
生
物
が
、
古
生
代（
約
６

億
年
前
）に
な
る
と
急
に
分
化
、
発
展
し
、

爆
発
的
に
種
の
数
が
増
え
現
在
居
る
生

物
の
祖
先
は
勿
論
、
現
在
生
存
し
て
い

な
い
よ
う
な
生
物
も
沢
山
勢
揃
い
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
古
生
代
末（
約
２
億
５

千
万
年
前
）に
な
る
と
そ
の
90
％
近
く
が

絶
滅
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
中
生
代
に
な
る
と
又
新
し
い
生
物
、

特
に
爬
虫
類
、
魚
類
、
軟
体
動
物
が
隆

盛
を
極
め
ま
す
が
、
中
生
代
末
（
６
千

５
０
０
万
年
前
）に
な
る
と
白
亜
紀
末
の

大
絶
滅
と
い
わ
れ
、
恐
竜
類
を
は
じ
め
、

あ
ん
な
に
栄
え
た
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
、
サ

ン
カ
ク
貝
な
ど
滅
び
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
地
球
上
の
生
物
は
正
に
栄

枯
盛
衰
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
で
種
の
１
万
や
２
万
絶
滅
し
よ
う

と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
特
に
驚
く
必

要
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
問
題
は

時
の
流
れ
の
期
間
の
長
さ
で
す
。
１
つ

の
種
が
出
現
し
て
絶
滅
し
た
り
す
る
の

に
要
す
る
時
間
は
少
な
く
と
も
数
10
万

〜
数
１
０
０
万
年
は
か
か
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
絶
滅
ス
ピ
ー
ド

は
自
然
の
状
態
の
１
０
０
〜
１
０
０
０

倍
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
や

は
り
野
生
の
生
物
が
生
息
す
る
環
境
汚
染
、

外
来
種
に
よ
る
生
態
系
の
破
壊
、
人
間

に
よ
る
乱
獲
、
山
林
・
河
川
の
破
壊
が

原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
私
達
の
身
近
な
問
題
と
し
て
は
戦
前
、

小
学
校
の
修
身
の
本
に
載
っ
て
い
た「
狼

と
少
年
」の
話
が
あ
り
ま
す
が
、
明
治
時

代
ま
で
九
州
に
も
生
息
し
て
い
た
ニ
ホ

ン
オ
オ
カ
ミ
は
既
に
絶
滅
し
ま
し
た
。 

　
最
近
話
題
に
な
っ
た
日
本
の
ト
キ
や

ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
は
絶
滅
し
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
に
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
も
九
州
に
は
い

な
い
よ
う
で
す
。
絶
滅
危
惧
種
に
指
定

さ
れ
て
い
る
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
は
数
年
前
、

私
の
友
人
が
球
磨
の
山
中
で
や
っ
と
撮

影
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ム
ジ
ナ（
あ

な
ぐ
ま
）や
キ
ツ
ネ
も
本
町
で
は
殆
ど
見

な
く
な
り
ま
し
た
。 

　
２
０
１
０
年
10
月
に
は
名
古
屋
市
で「
生

物
多
様
性
条
約
第
10
回
締
約
国
会
議
」（
Ｃ

Ｏ
Ｐ
10
）が
開
か
れ
ま
し
た
が
、
先
進
国

と
発
展
途
上
国
と
の
利
害
関
係
に
よ
る

対
立
ば
か
り
が
目
立
ち
ま
し
た
。
議
長

国
と
し
て
、
日
本
の
環
境
相
が「
名
古
屋

議
定
書
」を
何
と
か
ま
と
め
採
択
さ
れ
ま

し
た
。
50
ヶ
国
が
批
准
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
か
ら
先
ど
れ
だ
け
実
行
さ
れ
る
か

が
問
題
で
す
。 
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歴
史
調
査
の
楽
し
み
方 

ひ
　
　
　
　
　 

び
ら                  

じ
ょ
う              

あ
と 

日 

熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館 

館
長 

大 

田 

幸 

博 

（
元
・
菊
水
町
史
編
纂
委
員
会
副
委
員
長
） 

平
城
跡
の
基
本
的
な
縄
張
り
を

お
さ
ら
い
し
ま
す
。
本
体
部
分

は
、
Ⅰ
郭
の
山
頂
を
中
心
と
し

た
主
軸
尾
根
で
す
。
山
北
（
玉
東
町
）
の
南

側
か
ら
、
北
側
先
端
部
に
向
か
っ
て
、
痩

せ
馬
地
形
が
延
び
て
い
ま
す
。
山
城
と
し

て
の
遺
構
は
、
Ⅰ
郭
か
ら
南
側
に
少
し
下

っ
た
Ⅲ
郭
と
、
そ
の
周
囲
に
集
中
し
て
い

ま
す
。
Ⅰ
郭
は
岩
山
で
す
が
、
Ⅲ
郭
に
岩

盤
の
露
頭
が
あ
り
ま
せ
ん
。
掘
り
抜
き
井

戸
、
Ⅲ
郭
下
を
巡
る
空
堀
、
Ⅴ
郭
と
の
間

を
遮
断
す
る
大
規
模
堀
切
が
目
を
引
き
ま

す
。
特
に
堀
切
は
、
南
側
と
北
東
側
の
山

腹
側
で
、
大
規
模
竪
堀
に
変
化
し
て
い
ま

す
。
こ
の
主
軸
尾
根
は
、
山
北
側
で 

　
浦

集
落
か
ら
登
る
林
道
の
終
点
地
と
交
わ
り

ま
す
。
そ
の
接
点
箇
所
に
、
武
者
溜
ま
り

が
あ
り
ま
す
。 

　
こ
の
主
軸
尾
根
か
ら
は
、
東
下
の
蜻
浦

集
落
へ
２
本
と
西
下
の
日
平
集
落
へ
１
本
、

計
３
本
の
派
生
尾
根
が
延
び
て
い
ま
す
。

東
側
は
、
山
頂
か
ら
下
る
城
山
ラ
イ
ン
と
、

現
在
調
査
中
の
Ⅵ
郭
下
か
ら
延
び
る
ラ
イ

ン
で
す
。
西
側
の
派
生
尾
根
は
、
こ
れ
か

ら
の
調
査
と
な
り
ま
す
。 

　
今
回
は
、
Ⅵ
郭
か
ら
延
び
る
派
生
尾
根

を
説
明
し
ま
す
。
ま
ず
、
主
軸
尾
根
か
ら

枝
分
か
れ
し
た
箇
所
に
「
五
郎
者
池
」
の
大

穴
が
あ
り
ま
す
。
水
は
枯
れ
て
い
ま
す
が
、

Ⅲ
郭
の
井
戸
と
全
く
同
じ
形
で
す
。
以
前

に
報
告
し
ま
し
た
様
に
、
地
元
の
方
は
「
馬

に
水
を
飲
ま
せ
た
井
戸
」
と
証
言
さ
れ
て

い
ま
す
。 

　
Ⅵ
郭
か
ら
の
派
生
尾
根
は
、
調
査
前
、

一
面
の
藪
に
覆
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

を
奥
井
孝
さ
ん
や
筑
紫
巌
さ
ん
徳
永
志
誠

さ
ん
達
が
、
猛
ス
ピ
ー
ド
で
伐
採
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
は
っ
き
り
と
し
た
地

形
が
把
握
で
き
ま
し
た
。
痩
せ
馬
地
形
の

派
生
尾
根
は
、
穏
や
か
に
下
り
、
は
っ
き

り
と
し
た
山
道
も
残
っ
て
い
た
の
で
す
。 

　
図
面
上
で
、
長
さ
１
２
０
ｍ
程
進
ん
だ

付
近
で
、
岩
盤
の
露
頭
す
る
箇
所
に
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
山
道
は
、
南
下
に
迂

回
す
る
形
で
続
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
標

高
２
５
０
ｍ
の
所
で
、
地
形
は
、
小
谷
に

変
化
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
再
び
上
ぼ
り

に
な
り
、
直
ぐ
に
小
山
に
変
化
し
ま
し
た
。 

　
小
谷
に
は
、
谷
部
の
北
側
半
分
を
掘
り

窪
め
た
堀
切
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ま
で
下
っ
て
き
た
山
道
が
、
こ
の
堀

切
を
通
っ
て
、
さ
ら
に
、
山
腹
の
谷
間
を

下
る
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。
　
浦
集
落
へ

向
か
っ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
す
。 

　
こ
こ
で
、
私
は
『
肥
後
国
誌
』
に
書
か
れ

た
筒
ケ
岳
城
跡
（
荒
尾
市
）
の
記
事
を
思
い

出
し
ま
し
た
。
こ
こ
も
、
日
平
城
跡
と
同

じ
大
規
模
山
城
で
す
。
麓
か
ら
の
高
低
差

は
、
筒
ケ
岳
城
跡
が
３
８
０
・
１
ｍ
、
日

平
城
跡
が
２
８
７
・
２
ｍ
で
す
。 

　
「
（
城
に
は
）
大
手
東
に
向
か
い
、
田
原

村
よ
り
上
が
る
。
一
の
堀
ま
で
、
兵
糧
を

馬
に
担
わ
せ
て
上
が
り
、
そ
れ
よ
り
上
は

馬
で
運
べ
な
い
と
い
う
。
」
と
て
も
興
味
深

い
記
述
で
す
。 

　
私
は
、
こ
の
派
生
尾
根
の
山
道
こ
そ
が

日
平
城
へ
兵
糧
を
運
ん
だ
馬
道
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
。
地
元
の
証
言
と
も

合
い
ま
す
。
確
か
に
、
城
山
ル
ー
ト
で
は
、

地
形
が
険
し
い
の
で
馬
を
使
っ
た
物
資
の

搬
入
が
で
き
ま
せ
ん
。 

　
最
後
の
小
山
は
、
絶
景
の
地
で
、
北
方

に
、
萩
原
城
跡
と
萩
原
地
区
が
望
め
ま
す
。

ま
た
、
北
側
は
、
谷
を
挟
ん
で
、
城
山
が

眼
前
に
迫
っ
て
い
ま
す
。
城
山
に
面
し
た

小
山
斜
面
の
小
段
が
印
象
的
で
し
た
。 

 

日平城跡周辺地形図 
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