
今
、改
め
て
問
い
直
す
、海
と
人
の
関
係

　

海
は
人
類
に
と
っ
て
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
一
方
で
、時
に
甚
大
な
被
害
を
も

た
ら
す
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
や
能
登
半
島
地
震
は
、海
が
与

え
る
恩
恵
と
脅
威
の
両
面
を
改
め
て
浮
き
彫
り
に
し
た
。
復
旧
・
復
興
の
過
程
で
は
、

単
な
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
と
ど
ま
ら
ず
、地
域
文
化
や
生
活
基
盤
の
再
構
築
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、気
候
変
動
に
よ
る
海
水
温
や
潮
流
の
変
化
は
、漁
業
資
源
の
分

布
に
影
響
を
及
ぼ
し
、日
本
近
海
で
も
漁
獲
種
の
変
化
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

変
化
は
経
済
の
み
な
ら
ず
、食
文
化
や
生
活
習
慣
に
も
波
及
し
、海
と
人
の
関
係
そ

の
も
の
を
揺
る
が
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、海
は
人
類
に
と
っ
て
畏
怖
の
対
象
で
あ
り
な
が
ら
、生
命
の
源
で
も
あ

る
。太
古
の
昔
か
ら
、海
は
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
存
在
と
し
て
民
話
に
刻
ま
れ
て
き
た

が
、同
時
に
生
命
の
誕
生
の
場
で
あ
り
、ミ
ネ
ラ
ル
の
循
環
を
通
じ
て
多
様
な
生
態
系

を
育
ん
で
き
た
。人
々
は
こ
う
し
た
二
面
性
と
い
う
矛
盾
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、海
と

密
接
に
関
わ
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、近
代
化
の
進
展
と
と
も
に
、海
を

資
源
と
し
て
一
方
的
に
利
用
す
る
姿
勢
が
強
ま
り
、そ
の
結
果
と
し
て
、乱
獲
や
海

洋
汚
染
、さ
ら
に
は
気
候
変
動
と
い
っ
た
地
球
規
模
の
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
海
と
人
の
関
係
は
、１
つ
の
普
遍
的
な
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、多
様
な
環
境
や
歴
史
的
背
景
の
も
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
文
化
に
応
じ

た
価
値
観
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。デ
ィ
ズ
ニ
ー
の「
イ
ッ
ツ・ア
・ス
モ
ー
ル
ワ
ー
ル

ド
」の
よ
う
な
単
一
の
調
和
的
な
世
界
観
で
は
な
く
、時
に
対
立
し
、相
互
に
影
響
を

及
ぼ
し
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
、多
層
的
で
複
雑
な
海
洋
文
化
が
存
在
す
る
の
で
あ

民
話
化
の
可
能
性
、海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
国
際
認
証
制
度
の
検
討
、

現
代
の
社
会
課
題
解
決
に
繋
が
る
民
話
の
再
解
釈
の
あ
り
方
に
言
及
し
た
。

　

海
ノ
民
話
な
ど
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ（
物
語
）を
用
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、海
洋
文
化
を
現

代
の
社
会
課
題
の
解
決
に
お
い
て
大
変
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。論
理
的
思
考
は
収

束
的
で
あ
る
一
方
で
、ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
発
散
的
な
思
考
を
促
し
、多
様
な
視
点
を
提

供
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。海
を「
誰
の
も
の
か
」と
い
う
問
い
を
考
え
る
際
も
、ナ
ラ

テ
ィ
ブ
を
用
い
る
こ
と
で
、資
源
と
し
て
の
海
洋
利
用
、所
有
権
や
縄
張
り
争
い
、文
化

の
形
成
と
い
っ
た
多
面
的
な
視
座
を
持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
提

示
し
た
視
座
は
、そ
の
思
考
を
発
展
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

海
ノ
民
話
学
の
地
平

　

海
ノ
民
話
は
、単
な
る
伝
説
や
物
語
で
は
な
く
、人
々
が
長
い
年
月
を
か
け
て
海

と
向
き
合
い
、共
存
す
る
中
で
培
っ
て
き
た
知
恵
と
経
験
の
集
積
で
あ
る
。
本
号
で

掲
載
し
た
論
考
を
外
観
す
る
と
、そ
の
本
質
的
な
価
値
は
、「
恐
れ
」と「
暮
ら
し
の

継
続
」と
い
う
2
つ
の
要
素
に
象
徴
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、本
稿
冒
頭
で

記
述
し
た
人
々
に
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
一
方
で
、命
を
奪
う
厳
し
い
存
在
と
い

う
矛
盾
に
通
ず
る
。

　

現
代
社
会
で
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
、気
候
変
動
、技
術
革
新
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、人

と
自
然
の
関
係
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
特
に
、国
際
的
な
対
立
の
激
化
や
経
済

の
変
動
が
社
会
の
不
安
定
さ
を
増
し
、持
続
可
能
な
社
会
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い

る
。こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、地
域
社
会
の
継
続
や
価
値
創
造
の
手
が
か
り
と
し

て
、海
ノ
民
話
が
持
つ
海
洋
文
化
の
暗
黙
知
に
再
び
注
目
す
る
意
義
は
大
き
い
。

　

海
ノ
民
話
学
は
、海
と
人
の
関
係
を
「
海
洋
ビ
ッ
グ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」の
一
環
と
し
て

捉
え
る
学
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
、宇
宙
の
誕
生
か
ら
人
類
の
歴
史
を
俯
瞰
し
、未
来

を
考
え
る
ビ
ッ
グ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
視
点
と
共
鳴
す
る
。海
は
生
命
の
起
源
で
あ
り
、人

類
の
文
明
の
発
展
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
。こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、海
ノ
民
話
は
海

と
の
関
わ
り
を
再
考
す
る
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。
私
が
20
年
前
に
経
験
し
た

沖
縄・
竹
富
島
の
暮
ら
し
で
は
、離
島
な
ら
で
は
の「
恐
れ
」と
、そ
れ
を
乗
り
越
え
た

「
誇
り
」が
共
存
し
て
い
た
。
民
話
は
、地
域
の
歴
史
と
人
々
の
暮
ら
し
の
痕
跡
を
今

に
伝
え
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
誇
り
の
醸
成
に
寄
与
し
て
い
た
。
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
は
、

こ
う
し
た
視
点
を
共
有
し
、海
ノ
民
話
を
基
軸
と
し
た
学
問
探
究
の
た
め
の
共
創

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
を
目
指
す
取
り
組
み
で
あ
る
。
そ
の
志
を
同
じ
く
す
る

人
々
と
共
に
、新
た
な
知
見
を
生
み
出
し
、未
来
へ
の
道
筋
を
模
索
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

点
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
海
と
人
の
関
係
は
、単
な
る
資
源
の
利
用
や
経
済

活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、文
化
や
価
値
観
の
形
成
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
海
の
民

話
は
、過
去
の
人
々
が
海
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、共
存
し
て
き
た
の
か
を
示
す
貴

重
な
記
録
で
あ
り
、そ
こ
に
は
現
代
社
会
が
直
面
す
る
課
題
へ
の
示
唆
も
含
ま
れ
て

い
る
と
考
え
る
。

多
様
な
学
術
領
域
か
ら
海
ノ
民
話
を
捉
え
る
視
座

　

本
創
刊
準
備
号
で
は
、海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
こ
れ
ま
で
に
取
り
組
ん

で
き
た
日
本
各
地
の
海
ノ
民
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
や
ア
ー
カ
イ
ブ
化
が
、ど
の
よ

う
な
意
味
や
価
値
を
持
つ
の
か
、ま
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
今
後
、日
本
や
各
地
域
、

そ
し
て
人
々
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
る
の
か
を
検
討
し
た
。つ
ま
り
、海
の
民
話
を

先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
貴
重
な
遺
産
と
捉
え
、そ
の
意
味
や
価
値
を
い
か
に
再
発
見

す
る
か
、さ
ら
に
、現
代
社
会
に
お
い
て
そ
の
意
味
や
価
値
を
創
造
す
る
た
め
の
あ
り

方
や
方
法
と
は
何
か
に
つ
い
て
、民
俗
学・
考
古
学・
文
化
人
類
学・
地
域
学・
生
物
学・

生
態
学
・
計
画
学
・
学
習
科
学
な
ど
様
々
な
学
問
領
域
の
専
門
家
や
実
践
家
と
共
に

探
究
し
、以
下
の
と
お
り
大
き
く
は
2
つ
の
問
い
を
も
と
に
視
座
を
提
示
し
た
。

１
．海
ノ
民
話
が
持
つ
意
義
や
価
値
と
は

　

現
代
で
は
、海
と
人
の
関
係
が
希
薄
化
し
、社
会
的
背
景
や
価
値
観
の
変
化
に

よ
っ
て
海
洋
文
化
が
継
承
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
産
業
の
変
化
や
都
市
化
の
進

行
に
よ
り
、海
を
生
活
の
一
部
と
し
て
捉
え
る
機
会
が
減
少
し
、伝
統
的
な
知
識
や

価
値
観
が
次
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
状
況
を
踏
ま
え
、

海
ノ
民
話
に
は
ど
ん
な
視
座
か
ら
意
義
や
価
値
を
言
及
で
き
る
の
か
。

　

本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
は
、海
ノ
民
話
が
も
つ
多
様
性
と
い
う
特
徴
、水
平
的
世
界
観
へ

の
気
付
き
、海
へ
の
畏
敬
の
念
、生
業
の
継
続
の
知
恵
、そ
し
て
神
話
に
見
る
海
の
位

置
づ
け
や
陸
と
の
関
係
、昔
話
を
通
じ
た
学
び
、災
害
文
化
や
伝
統
的
生
態
学
知
識

と
し
て
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な
観
点
か
ら
言
及
し
た
。

２
．海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ど
ん
な
貢
献
が
で
き
る
か

　

海
と
共
に
生
き
る
人
々
の
歴
史
や
文
化
は
、民
話
を
通
じ
て
次
世
代
へ
受
け
継
が

れ
て
き
た
。し
か
し
、現
代
社
会
で
は
海
へ
の
恐
れ
や
畏
敬
の
念
が
薄
れ
つつ
あ
り
、そ

の
継
承
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
は
、過
去
の
海
難
事
故
や
海
と
人

と
の
関
わ
り
を
学
ぶ
博
物
館
展
示
、高
校
生
を
巻
き
込
む
こ
と
で
、若
い
世
代
の
視

点
を
取
り
入
れ
た
新
た
な
継
承
方
法
の
検
討
、開
拓
さ
れ
た
島
に
お
け
る
史
実
の

る
。
こ
の
視
点
を
持
つ
こ
と
で
、海
と
人
と
の
関
係
が
単
な
る「
共
存
」や「
利
用
」と

い
っ
た
単
純
な
構
造
で
は
な
く
、矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
も
進
化
し
続
け
る
動
的
な
関

係
性
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
は
、自
然
科
学
・
人
文
科
学
・
社
会
科
学
の
視
点
を
交
え
な
が
ら
、

海
の
民
話
を
題
材
と
し
、海
洋
文
化
の
歴
史
と
現
状
、そ
し
て
未
来
に
つ
い
て
多
角

的
に
考
察
す
る
。
災
害
か
ら
の
復
興
や
気
候
変
動
に
よ
る
海
洋
環
境
の
変
化
を
踏

ま
え
つつ
、海
と
人
の
関
係
性
が
持
つ
多
様
性
と
そ
の
意
味
を
問
い
直
し
、持
続
可
能

な
未
来
へ
向
け
た
新
た
な
視
点
を
見
つ
け
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェク
ト

　

本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
は「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
一
環
と
し
て
の
取
り
組
み

で
あ
る
。「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と
は
、一
般
社
団
法
人
日
本
昔
ば
な
し

協
会
が
２
０
１
８
年
に
立
ち
上
げ
た
も
の
で
、「
海
と
の
つ
な
が
り
」と「
地
域
の
誇

り
」を
次
世
代
に
伝
え
、語
り
継
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
は
、日
本
各
地
に
伝
わ
る
海
に
ま
つ
わ
る
民
話
や
伝
承
を
選
定
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
ス

ト
ー
リ
ー
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を「
海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」と
し
て
表
現
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
公
式
サ
イ
ト
や
Ｙｏｕ
Ｔｕ
ｂｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ

て
公
開
さ
れ
、広
く
一
般
に
親
し
ま
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
、民
話
が
伝

承
さ
れ
て
い
る
地
域
を「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
」と
し
て
認
定
し
、地
域
振
興
の
一
環
と

し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、教
育
や
観
光
な
ど
多
様
な
場
面
で
の
利
活
用

が
支
援
さ
れ
、地
域
文
化
の
継
承
に
貢
献
し
て
い
る
。

　

本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
は
、こ
の
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
義
を
学
術
的
な
視

池
ノ
上
真
一（
北
海
商
科
大
学
、一般
社
団
法
人
日
本
海
洋
文
化
総
合
研
究
所
）

海
は
天
国
か
地
獄
か
〜
矛
盾
が
生
み
出
す
魅
力

海
ノ
民
話
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル（
創
刊
準
備
号
）立
上
げ
に
よ
せ
て

今
、改
め
て
問
い
直
す
、海
と
人
の
関
係

　

海
は
人
類
に
と
っ
て
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
一
方
で
、時
に
甚
大
な
被
害
を
も

た
ら
す
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
や
能
登
半
島
地
震
は
、海
が
与

え
る
恩
恵
と
脅
威
の
両
面
を
改
め
て
浮
き
彫
り
に
し
た
。
復
旧
・
復
興
の
過
程
で
は
、

単
な
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
と
ど
ま
ら
ず
、地
域
文
化
や
生
活
基
盤
の
再
構
築
が
求
め
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