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ヒ
ト
に
も
ト
キ
に
も

「
恵
み
」の
田
ん
ぼ

　

遠
く
の
田
ん
ぼ
に
数
羽
、
い
た
。
エ

サ
を
つ
い
ば
ん
で
い
る
の
か
。
羽
ば
た

い
た
。
上
空
を
優
雅
に
舞
う
。
夕
陽
に

映
え
る
朱と

き鷺
色
の
羽
根
が
美
し
い
。
野

生
の
ト
キ
が
飛
ぶ
の
を
初
め
て
見
た
。

　

佐
渡
中
央
部
、
国
中
平
野
の
新に
い

穂ぼ

青

木
地
区
。
見
渡
す
限
り
、
広
々
と
し
た

水
田
が
続
く
。「
こ
れ
が
江え

で
す
」。
地

元
農
家
の
齋
藤
真
一
郎
さ
ん
が
指
さ
し

た
先
は
、
田
ん
ぼ
の
畦あ
ぜ

ぎ
わ
。
水
路
の

よ
う
な
水
溜
ま
り
が
あ
っ
た
。「
田
ん
ぼ

の
水
を
抜
く
『
中な
か

干ぼ

し
期
』
で
も
、
ド

ジ
ョ
ウ
や
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
な
ど
の
生

き
も
の
が
こ
こ
に
逃
げ
込
ん
で
棲
め
る

よ
う
、
田
ん
ぼ
の
一
部
に
深
み
を
つ
く

っ
て
水
を
溜
め
て
あ
る
ん
で
す
」。

　

生
き
も
の
は
ト
キ
の
エ
サ
に
な
る
。

そ
う
い
え
ば
、
稲
刈
り
が
終
わ
っ
た
冬

な
の
に
水
を
張
っ
た
田
ん
ぼ
が
散
見
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん

ぼ
」
も
生
き
も
の
が
越
冬
す
る
場
所
で

あ
り
、
ト
キ
の
エ
サ
場
に
な
る
の
だ
。

「
畦
に
除
草
剤
を
ま
か
ず
、
草
刈
機
で

刈
っ
て
い
ま
す
」
と
齋
藤
さ
ん
。「
ト
キ

は
夏
に
な
る
と
成
長
し
た
イ
ネ
が
腹
に

当
た
る
の
を
嫌
っ
て
、
田
ん
ぼ
に
入
り

ま
せ
ん
。
除
草
剤
を
使
わ
な
け
れ
ば
畦

ぎ
わ
に
ミ
ミ
ズ
や
バ
ッ
タ
が
棲
め
て
、
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ト
キ
の
エ
サ
場
に
な
り
ま
す
」。

　

農
薬
や
化
学
肥
料
を
減
ら
し
、
四
季

を
通
じ
て
生
き
も
の
が
棲
息
で
き
る
田

ん
ぼ
。
そ
れ
は
、
ヒ
ト
の
毎
日
の
食
卓

に
安
全
・
安
心
で
「
冷
め
て
も
お
い
し

い
」
佐
渡
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
恵
み
を
も

た
ら
す
だ
け
で
は
な
い
。
野
に
放
た
れ

た
ト
キ
も
育
ん
で
い
る
。
佐
渡
の
里
山

で
は
ト
キ
と
ヒ
ト
が
共
生
し
て
い
る
。

夕
陽
に
舞
う
ト
キ
を

も
う
一
度
見
た
い

　

伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
で
奉
納
さ
れ

る
「
須す

が賀
利り

の
お
ん御

太た

ち刀
」。
装
飾
に
は
ト

キ
の
羽
根
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

神
々
し
い
美
し
さ
は
古
く
か
ら
日
本
人

に
愛
さ
れ
「
ニ
ッ
ポ
ニ
ア
・
ニ
ッ
ポ

ン
」
の
学
名
が
付
さ
れ
た
。
だ
が
、
農

家
に
と
っ
て
は
イ
ネ
を
踏
み
荒
ら
す
害

鳥
と
み
な
さ
れ
、
明
治
時
代
以
降
は
換

金
性
の
高
い
羽
根
を
目
当
て
に
乱
獲
が

続
い
た
。

　

個
体
数
の
減
少
に
追
い
打
ち
を
か
け

た
の
が
日
本
の
農
業
の
変
化
で
あ
る
。

　

ト
キ
が
暮
ら
す
の
は
里
地
里
山
。
林

地
の
木
の
枝
で
営
巣
し
、
近
場
の
水
田
の

生
き
も
の
を
食
べ
る
。
農
薬
や
化
学
肥
料

の
多
用
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
面
張
り
水
路
、

耕
作
放
棄
地
の
増
加
。
こ
れ
ら
の
要
因
に

よ
り
水
田
か
ら
生
き
も
の
が
消
え
、
ト

キ
の
エ
サ
場
も
な
く
な
っ
た
。

鉱山で用いられた水扱いの技術を新田開発に
応用し、農業を発展させた佐渡において、画期
的ともいえる試みが続けられている。トキのエサ
場を確保するために2007年から「ふゆみずたん
ぼ（冬期湛水）」を実践。そこで育てた佐渡産コ
シヒカリをブランド米「朱鷺と暮らす郷」として販
売し、利益の一部をトキの保全活動にあてるな
どの、持続可能な農業だ。2011年、先進国初の
「世界農業遺産（略称 GIAHS）」に、石川県能
登地域とともに認定された佐渡の水田では、ど
のように共生を目指しているのだろうか？

トキよ、よみがえれ！

Special Feature｜SADO｜

さまざまな人たちの長年にわたる努力で見事に復活した佐渡島のトキ
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１
９
８
１
年
（
昭
和
56
）、
日
本
で
は

佐
渡
だ
け
に
残
さ
れ
た
野
生
の
ト
キ
５

羽
が
捕
獲
さ
れ
、
人
工
飼
育
下
に
置
か

れ
た
。
日
本
の
野
生
の
ト
キ
は
、
こ
の

時
点
で
絶
滅
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

一
方
、
絶
滅
寸
前
ま
で
ト
キ
の
営
巣

地
だ
っ
た
旧
・
新
穂
村
で
は
昭
和
30
年

代
か
ら
住
民
に
よ
る
愛
護
活
動
が
盛
ん

だ
っ
た
。
行ぎ
ょ
う
や谷
小
学
校
で
は
ケ
ガ
を
し

た
ト
キ
を
保
護
し
、
飼
育
し
て
い
た
。

１
９
９
９
年
（
平
成
11
）、
中
国
か
ら
ト

キ
の
つ
が
い
が
贈
呈
さ
れ
、
オ
ス
の
ヒ

ナ
が
誕
生
。
日
本
初
の
人
工
繁
殖
の
成

功
だ
。
こ
の
と
き
新
穂
村
の
村
長
が

「
佐
渡
の
空
に
ト
キ
が
放
た
れ
る
日
に

備
え
て
環
境
整
備
を
」
と
訴
え
た
。
翌

年
、
村
は
東
京
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
提
案

を
受
け
て
農
家
に
呼
び
か
け
、
無
農
薬

で
生
き
も
の
を
増
や
す
不ふ

耕こ
う

起き

栽
培

（
耕
さ
な
い
水
田
）
に
取
り
組
ん
だ
。

　

こ
の
「
佐
渡
ト
キ
の
田
ん
ぼ
を
守
る

会
」
７
名
中
の
１
人
が
、
齋
藤
さ
ん
に

ほ
か
な
ら
な
い
。「
夕
陽
に
映
え
る
ト
キ

の
空
を
飛
ぶ
美
し
さ
を
も
う
一
度
見
た

い
、
と
い
う
の
が
６
人
の
先
輩
共
通
の

思
い
で
し
た
。
私
自
身
は
小
学
１
年
生

の
と
き
行
谷
小
学
校
で
飼
育
さ
れ
て
い

た
ト
キ
を
見
た
記
憶
は
あ
り
ま
す
が
、

自
然
界
で
見
た
覚
え
は
な
か
っ
た
で
す

ね
。
不
耕
起
栽
培
と
い
う
農
業
技
術
に

興
味
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ト
キ
に
か
か

わ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
」。

　

成
果
の
検
証
の
た
め
生
き
も
の
調
査

を
実
施
し
、
２
年
目
に
は
ふ
ゆ
み
ず
た

ん
ぼ
を
導
入
。
多
様
な
生
き
も
の
が
棲

め
る
水
田
を
目
指
し
た
。
齋
藤
さ
ん
は

「
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
平
場
に
は
あ
ま

り
い
な
い
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
や
イ
モ
リ
、

水
生
昆
虫
も
増
え
ま
し
た
」
と
言
う
。

雨
降
っ
て
地
固
ま
り

佐
渡
が
一
つ
に

　

だ
が
、
ト
キ
の
エ
サ
場
と
な
る
田
ん

ぼ
づ
く
り
は
広
が
ら
な
か
っ
た
。「
当
時
、

魚
沼
産
に
次
い
で
高
く
売
れ
た
の
が
佐

渡
産
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
で
し
た
か
ら
」
と

齋
藤
さ
ん
は
そ
の
理
由
を
語
る
。

「
生
き
も
の
調
査
や
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ

は
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
減
農
薬
や
無

農
薬
に
す
れ
ば
収
量
は
減
る
し
、
普
通

に
栽
培
し
て
も
佐
渡
の
米
は
高
く
売
れ

る
。
わ
ざ
わ
ざ
無
理
し
て
経
済
効
率
の

悪
い
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
」

　

潮
目
が
変
わ
り
は
じ
め
た
の
は
２
０

０
４
年
（
平
成
16
）、
市
町
村
合
併
で
一

島
一
市
と
な
り
佐
渡
市
が
誕
生
し
て
か

ら
。
髙
野
宏
一
郎
前
市
長
は
、
人
と
自

然
が
共
存
す
る
豊
か
な
島
づ
く
り
こ
そ

「
野
生
の
ト
キ
が
最
後
の
生
息
地
と
し

て
選
ん
だ
佐
渡
の
使
命
」
で
あ
る
と
し

て
、
大
型
ヘ
リ
に
よ
る
空
中
農
薬
散
布

の
停
止
な
ど
の
施
策
を
打
ち
出
し
た
。

　

折
し
も
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
起
き
る
。

1国中平野の田んぼ。手前の
溝は、田の水を抜くときに生きも
のたちの逃げ場となる「江（え）」 
2トラクターで窪みをつけた田ん
ぼの一角。こうしておくと水が溜
まるため、冬でも生きものが棲み
やすい 3国中平野を舞うトキ 
4トキと佐渡の里山を保全する
認証米「朱鷺と暮らす郷」（佐
渡産コシヒカリ） 

1

3

4

2
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市
町
村
合
併
の
年
の
夏
、
フ
ェ
ー
ン
現

象
で
熱
風
が
佐
渡
島
を
襲
い
「
籾も
み

に
水

分
が
入
る
時
季
に
田
ん
ぼ
が
カ
ラ
カ
ラ

に
乾
い
て
し
ま
い
、
佐
渡
米
は
ほ
ぼ
全

滅
で
し
た
」
と
齋
藤
さ
ん
。

　

小
売
店
の
棚
は
他
産
地
の
米
に
奪
わ

れ
た
。
翌
年
も
翌
々
年
も
佐
渡
の
米
は

売
れ
な
い
。
減
反
政
策
に
よ
る
生
産
調

整
が
強
化
さ
れ
、
米
価
は
下
落
。
農
家

も
Ｊ
Ａ
も
市
も
危
機
感
を
強
め
た
。

　

そ
れ
が
結
果
的
に
「
雨
降
っ
て
地
固

ま
る
。
佐
渡
が
一
つ
に
な
る
き
っ
か
け
」

だ
っ
た
と
齋
藤
さ
ん
は
想
起
す
る
。
人

工
繁
殖
の
ト
キ
が
最
初
に
放
鳥
さ
れ
た

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）、「
朱
鷺
と
暮
ら
す

郷
づ
く
り
」
認
証
米
制
度
が
発
足
し
た
。

ト
キ
の
エ
サ
場
づ
く
り
を
通
じ
、
生
き

も
の
と
共
生
し
て
つ
く
っ
た
米
を
ブ
ラ
ン

ド
化
し
て
付
加
価
値
を
高
め
、
環
境
保

護
を
生
産
者
の
利
益
に
つ
な
げ
る
戦
略

だ
。
認
証
米
の
売
り
上
げ
の
一
部
を
佐

渡
市
ト
キ
環
境
整
備
基
金
に
寄
付
す
る
。

　

目
的
は
ト
キ
と
ヒ
ト
が
共
生
で
き
る

里
山
環
境
を
取
り
戻
す
こ
と
。
そ
の
た

め
水
田
の
生
態
系
を
豊
か
に
す
る
農
法

を
取
り
入
れ
る
。「
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
づ

く
り
」
認
証
米
の
要
件
は
次
の
通
り
。

•
生
き
も
の
を
育
む
農
法
で
栽
培

•
生
き
も
の
調
査
を
年
２
回
実
施

•
減
農
薬
・
減
化
学
肥
料
（
地
域
慣
行
比
５

割
以
上
の
削
減
）
で
栽
培

•
県
か
ら
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー（
安
全
・
安
心

な
農
業
の
実
践
者
）
の
認
定

•
除
草
剤
を
散
布
し
な
い
（
２
０
１
７
年
産

か
ら
の
新
要
件
）

•
佐
渡
島
内
で
栽
培

　
「
生
き
も
の
を
育
む
農
法
」
と
は
、

江
、
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
、
魚
道
の
設
置
、

お
よ
び
２
０
１
７
年
産
か
ら
の
新
要
件

と
し
て
無
農
薬
・
無
化
学
肥
料
栽
培
。

こ
の
う
ち
ど
れ
か
一
つ
を
実
践
し
て
い

れ
ば
よ
い
。
例
え
ば
田
ん
ぼ
の
一
角
を

江
に
す
る
と
、
そ
の
ぶ
ん
収
量
が
減
る

の
で
市
か
ら
補
償
金
も
支
給
さ
れ
る
。

「
ト
キ
と
共
生
す
る
里
山
」が

日
本
初
の
世
界
農
業
遺
産
へ

　

認
証
米
制
度
に
参
加
す
る
農
家
は
初

年
度
か
ら
２
５
６
戸
、
面
積
４
２
６
ha

に
上
り
、「
蓋
を
開
け
て
み
た
ら
予
想
外

に
集
ま
っ
た
」
と
齋
藤
さ
ん
は
語
る
。

　

２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
に
は
「
ト
キ

と
共
生
す
る
佐
渡
の
里
山
」
が
、
豊
か

な
生
態
系
や
地
域
固
有
の
文
化
を
背
景

と
す
る
伝
統
的
な
農
業
シ
ス
テ
ム
を
時

代
と
環
境
の
変
化
に
適
応
さ
せ
な
が
ら

維
持
・
継
続
さ
せ
て
い
る
と
し
て
、
Ｆ

Ａ
Ｏ
（
国
連
食
糧
農
業
機
関
）
か
ら
「
能
登

の
里
山
里
海
」
と
と
も
に
日
本
初
の

「
世
界
農
業
遺
産
」
に
認
定
さ
れ
た
。

　

同
年
の
認
証
米
制
度
参
加
農
家
は
６

８
５
戸
、
面
積
１
３
０
７
ha
。
現
在
で

も
全
農
家
数
の
10
％
、
面
積
に
し
て
25

67

西暦　 年号 出来事
奈良時代 『日本書紀』にトキの名が記される
1922　大正11 『日本鳥類目録』で学名Nipponia nipponを採用

し定着
1926　大正15 『新潟県天産誌』で「濫獲の為め其の跡を絶てり」

とされる
1927　昭和2 佐渡支庁、トキ発見を懸賞で呼びかける
1931　昭和6 佐渡金沢村（旧 金井町）で2羽のトキが再発見さ

れる
1934　昭和9 トキ、天然記念物に指定される
1959　昭和34 旧 新穂村、旧 両津市でトキの給餌を開始
1967　昭和42 トキ保護センターを建設し、トキ3羽の飼育を開始
1968　昭和43 「キン」が捕獲され、トキ保護センターで飼育開始
1981　昭和56 野生のトキ5羽を一斉捕獲。国内の野生のトキは

絶滅
1985　昭和60 「ホアホア」を中国から借用
1993　平成5 旧 新穂村長畝に佐渡トキ保護センター開設
1999　平成11 中国から「友友」「洋洋」のペアが到着。人工繁殖

により「優優」誕生。翌年に「新新」「愛愛」も生ま
れ、これ以降は順調に増える

2003　平成15 日本産最後のトキ「キン」が36歳で死亡
2008　平成20 野生復帰に向けて第1回目の試験放鳥（10羽）

実施。また「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度開始
2011　平成23 「トキと共生する佐渡の里山」が国内初の「世界

農業遺産」に認定される
2012　平成24 放鳥されたトキのうち3組が繁殖に成功、8羽のヒ

ナが巣立つ
2018　平成30 300羽以上のトキが佐渡島内で棲息中
　
環境省、佐渡トキ保護センター、我孫子市鳥の博物館のホームペー
ジなどを参考に編集部作成

トキの保護と野生復帰 略年表

5農業生産法人 有限会社齋藤農園の代表取締役、齋藤真一郎さん 6佐渡市役所産業観光部
農業政策課里山振興係の係長、宇治美徳さん 7片隅に水が残る初冬の田んぼでエサを探すトキ

5

トキよ、よみがえれ！

Special Feature｜SADO｜
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【生物多様性】

％
前
後
を
維
持
し
て
い
る
。
佐
渡
市
役

所
農
業
政
策
課
里
山
振
興
係
の
宇う

じ治
美よ

し

徳の
り

さ
ん
は
「
島
の
農
家
数
全
体
が
減
っ

て
い
る
な
か
、
生
物
多
様
性
を
豊
か
に

す
る
共
通
認
識
の
も
と
認
証
米
制
度
に

取
り
組
む
こ
と
で
、
農
業
を
続
け
る
意

義
の
厚
み
が
少
し
増
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
」
と
手
ご
た
え
を
感
じ
る
。

「
行
政
が
や
ら
せ
て
い
る
の
で
は
？ 

と
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
農
家
さ
ん
の
主
体
的

な
取
り
組
み
を
核
に
、
関
係
者
が
一
体

と
な
っ
て
協
議
し
進
め
て
い
ま
す
」

　

長
年
の
経
験
を
経
て
、
全
面
的
に
水

を
張
る
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
よ
り
も
、
部

分
的
に
湿
っ
た
と
こ
ろ
を
設
け
た
方
が

ト
キ
に
も
ヒ
ト
に
も
よ
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
び
っ
し
り
水
を
張
る
と
、
足
の

短
い
ト
キ
は
近
寄
ら
な
い
し
、
ヒ
ト
に

と
っ
て
は
水
は
け
が
悪
く
土
壌
が
柔
ら

か
く
な
り
農
機
が
動
か
な
い
。

　

常
に
改
良
を
加
え
な
が
ら
進
め
て
い

る
の
が
佐
渡
の
認
証
米
制
度
だ
。
要
件

も
例
外
で
は
な
く
「
申
請
書
が
煩
雑
で

拡
大
計
画
も
必
要
な
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー

認
定
を
外
し
、
実
質
的
な
品
質
基
準
の

み
に
す
れ
ば
も
っ
と
広
が
る
」
と
い
っ

た
方
策
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

環
境
省
の
当
時
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で

は
２
０
２
０
年
ま
で
に
佐
渡
で
２
２
０

羽
の
ト
キ
を
野
生
に
定
着
さ
せ
る
予
定

だ
っ
た
が
、
す
で
に
３
５
０
羽
を
超
え

た
（
注
）。「
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
づ
く
り
」

が
さ
ら
に
進
め
ば
、
若
い
農
業
志
望
者

も
佐
渡
に
惹
か
れ
、
生
物
多
様
性
豊
か

な
里
山
環
境
が
末
長
く
持
続
し
て
い
く

に
違
い
な
い
。

（
２
０
１
８
年
11
月
13
日
取
材
）
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トキのエサ場となる田んぼの生態系再生への取り組み

（提供：佐渡市役所）

（注）トキの生息数
2019年1月、環境省はトキの生息数が増えたとして、国内での評価を

「野生絶滅」から1ランク危険性が低い「絶滅危惧１Ａ類」へと21年ぶ
りに見直した。日本の動物で「野生絶滅」を脱したのはトキが初となる。

生きものの生息環境を確保する「江」の
補修

農家同士でグループワークなど
研修会も実施

農家による「生きもの調査研修会」

な
ぜ
佐
渡
の
里
山
は

世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
か

ボ
リ
コ 

M
・
チ
ャ
ー
ル
ズ

国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
駐
日
連
絡
事
務
所
長

　

昔
か
ら
人
間
は
、
生
活
す
る
地
域
の
環
境
に

適
応
し
、
持
続
可
能
な
食
料
生
産
の
工
夫
を
重

ね
、
そ
の
知
恵
を
継
承
し
て
き
ま
し
た
。
こ
う

し
た
伝
統
的
な
価
値
の
高
い
農
林
水
産
シ
ス
テ

ム
が
世
界
農
業
遺
産
（
以
下
、
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
＝

ジ
ア
ス
）
に
認
定
さ
れ
ま
す
。

  

認
定
基
準
は
次
の
五
つ
。
①
食
料
と
生
計
を

保
障
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
、
②
生
物
多

様
性
と
遺
伝
資
源
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
、
③
地

域
の
伝
統
的
な
知
識
・
慣
習
・
技
術
を
継
承
し

て
い
る
こ
と
、
④
地
域
を
特
徴
づ
け
る
文
化
・

風
土
・
社
会
組
織
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
、

⑤
人
間
と
自
然
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
発
達
し

て
き
た
里
山
・
里
海
の
景
観
が
あ
る
こ
と
。

　

各
国
・
地
域
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
世
界

中
か
ら
選
ば
れ
た
７
人
の
専
門
家
に
よ
る
世
界

農
業
遺
産
科
学
助
言
グ
ル
ー
プ
（
Ｓ
Ａ
Ｇ
）
が

調
査
し
て
、
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）

が
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
を
認
定
し
ま
す
。
２
０
０
２
年

か
ら
始
ま
り
、
２
０
１
８
年
12
月
現
在
、
世
界

21
カ
国
で
57
地
域
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ユ
ネ
ス
コ
が
認
定
す
る
世
界
遺
産
と
の
違
い

は
「
動
的
保
全
」
が
特
徴
で
あ
る
こ
と
。
気

候
・
環
境
・
技
術
・
人
材
が
変
化
す
る
な
か
で
、

い
か
に
将
来
の
子
孫
に
残
し
て
い
け
る
持
続
可

能
な
農
林
水
産
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
い
く
か
。

続
け
ら
れ
る
よ
う
に
変
え
る
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
評
価
さ
れ
ま
す
。

「
ト
キ
と
共
生
す
る
佐
渡
の
里
山
」
は
、
ま
さ

し
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
持
続
可
能
性
を
実
現
し

て
い
ま
す
。
ト
キ
が
棲
め
な
く
な
っ
た
の
は
環

境
が
悪
化
し
た
せ
い
だ
と
気
づ
き
、
誰
か
に
命

じ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
自
分
た
ち
で
決
め
て
農

薬
や
化
学
肥
料
を
減
ら
し
、
江
な
ど
を
つ
く
っ

て
水
を
溜
め
、
生
き
も
の
を
増
や
す
田
ん
ぼ
づ

く
り
へ
と
転
換
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
放
鳥
さ

れ
野
生
化
し
た
ト
キ
が
や
っ
て
き
て
エ
サ
に
す

る
。
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
考
え
方
で
あ
り
、
取

り
組
み
で
す
。
私
も
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
田

ん
ぼ
に
入
っ
て
「
生
き
も
の
調
査
」
に
参
加
し

ま
し
た
。
楽
し
か
っ
た
で
す
よ
。
景
観
も
す
ば

ら
し
い
。

　

Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
に
も
っ
と
も
多
く
認
定
さ
れ
て

い
る
の
は
中
国
で
15
地
域
で
す
が
、
日
本
は
狭

い
国
土
に
も
か
か
わ
ら
ず
11
地
域
で
世
界
第
２

位
。
と
て
も
優
秀
だ
と
思
い
ま
す
。
２
０
１
３

年
に
は
石
川
県
七
尾
市
で
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
の
第
１

回
国
際
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。
採
択
さ
れ
た

能
登
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
な
か
に
「
認
定
さ
れ
て
い

る
地
域
間
の
交
流
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
促

進
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。　
　
　

　

そ
の
後
、
日
本
の
認
定
地
域
に
ウ
ガ
ン
ダ
や

エ
チ
オ
ピ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
途
上
国
の
研
修

生
が
招
か
れ
、
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
帰
り
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
も
世
界
の
持
続
可
能
な
農
業

に
日
本
は
貢
献
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
１
８
年
12
月
5
日
取
材
）
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