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は
地
球
に
住
む
あ
ら
ゆ
る
生
物
、
植
物
た
ち

の
か
け
が
え
の
な
い
揺
り
か
ご
。
森
林
の
恵

み
が
地
球
上
の
い
の
ち
あ
る
も
の
を
支
え
て
い
る
。

私
た
ち
が
吸
っ
て
い
る
空
気
は
森
林
の
緑
が
も
た
ら

し
て
く
れ
た
も
の
だ
し
、
美
味
し
い
水
や
海
の
幸
も

山
か
ら
の
贈
り
物
。
住
ま
い
や
家
具
、
紙
、
…
そ
し

て
地
球
が
何
億
年
の
歳
月
の
中
で
造
り
上
げ
た
石
油
、

石
炭
、
金
銀
銅
な
ど
の
鉱
物
も
豊
か
な
森
の
木
と
生

物
が
蓄
積
し
て
結
晶
し
た
貴
重
な
贈
り
物
で
あ
る
。

そ
の
か
け
が
え
の
な
い
森
林
が
、
い
ま
大
き
な
危

機
に
直
面
し
て
い
る
。

森
林
の
消
失
は
地
球
レ
ベ
ル
で
見
る
と
凄
ま
じ

く
、
熱
帯
地
域
や
ア
ジ
ア
各
地
は
も
と
よ
り
、
シ
ベ

リ
ア
地
方
な
ど
の
亜
寒
帯
の
森
林
も
開
発
や
そ
れ
に

伴
う
気
候
の
変
化
な
ど
で
絶
滅
し
続
け
て
お
り
、
世

界
の
森
は
原
始
の
時
代
の
頃
の
62
％
が
消
失
し
た

（
世
界
自
然
保
護
基
金
）。
ま
た
国
連
食
糧
農
業
機
関

（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
の
最
近
の
調
査
に
よ
る
と
、
森
林
面
積

は
１
９
９
０
年
の
39
・
６
億
ha
が
２
０
０
０
年
に
は

38
・
７
億
ha
に
減
少
、
毎
年
４
万
種
の
野
生
生
物
が

絶
滅
し
て
い
る
と
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
列

島
の
約
２
・
５
倍
に
当
た
る
森
が
10
年
間
で
絶
滅

し
、
同
時
に
森
や
川
に
住
む
貴
重
な
生
物
の
命
が
地

上
か
ら
消
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

本
の
場
合
は
ど
う
か
。
日
本
は
世
界
的
に

見
て
も
豊
か
な
森
林
の
国
。
実
に
３
分
の

２
が
森
林
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
火
山
や
地
震
、
斜
面

に
人
家
や
耕
作
地
の
多
い
日
本
列
島
に
と
っ
て
、
森

の
緑
は
土
砂
等
の
災
害
を
防
ぎ
、
水
を
蓄
え
、
海
に

栄
養
分
の
あ
る
水
を
供
給
す
る
、
国
土
の
核
と
な
る

貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
日
本
は
森
林
文
化
の
国
、
つ

ま
り
木
の
文
化
が
生
活
か
ら
日
本
人
の
精
神
風
土
に

も
深
く
関
わ
っ
て
き
て
い
る
国
だ
と
言
え
る
。

そ
の
日
本
の
森
林
を
守
り
育
て
て
き
た
の
は
山
村
、

現
在
過
疎
地
域
と
い
わ
れ
る
町
村
の
人
々
で
あ
る
。

都
市
に
水
や
木
材
等
を
提
供
す
る
た
め
に
過
酷
な
山

仕
事
を
黙
々
と
続
け
て
き
た
。
戦
時
中
は
飛
行
機
や

船
に
も
木
材
が
使
わ
れ
、
戦
後
丸
裸
に
な
っ
た
山
に

国
策
と
し
て
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
植
林
が
行
わ
れ
た
時
、

現
在
で
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
急
斜
面
や
渓
谷
に
命

が
け
で
植
林
し
た
の
も
山
村
の
人
々
だ
っ
た
。

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
は
常
に
手
入
れ
が
必
要

で
あ
る
。
日
本
が
工
業
大
国
と
な
り
経
済
優
先
の
社

会
に
な
っ
て
か
ら
、
日
本
人
の
多
く
が
森
林
と
山
里

を
見
放
し
た
が
、
山
と
共
に
暮
ら
し
て
き
た
人
々
は

森
林
を
守
る
こ
と
に
努
力
し
て
き
た
。

し
か
し
、
地
元
の
木
を
使
っ
て
家
を
建
て
る
と
い

う
風
習
に
代
わ
っ
て
合
板
や
モ
ル
タ
ル
住
宅
が
普

及
、
さ
ら
に
外
国
か
ら
木
材
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
木
材
価
格
が
下
落
、
ス
ギ
立
木
１
立
方
m
は
１

９
８
０
年
に
２
万
２
７
０
０
円
だ
っ
た
も
の
が
現
在

で
は
７
０
５
０
円
、
こ
れ
を
人
件
費
で
見
る
と
、
ス

ギ
林
１
立
方
m
で
12
人
の
人
件
費
が
見
込
め
た
も
の

が
現
在
は
０
・
６
人
分
に
し
か
な
ら
な
く
な
っ
た
。

そ
の
た
め
に
山
仕
事
が
持
続
で
き
な
く
な
り
、
間
伐

を
し
な
い
山
、
伐
採
後
植
林
を
し
な
い
山
が
約
70
％

に
な
り
、
伐
採
し
て
も
運
び
出
す
と
大
赤
字
に
な
っ

て
し
ま
う
た
め
、放
置
さ
れ
る
材
木
も
増
え
て
い
る
。

林
業
で
生
活
し
て
き
た
山
村
は
人
口
が
減
少
し
、

そ
の
担
い
手
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
林
業
に
就

い
て
い
る
人
は
30
年
前
の
３
分
の
１
以
下
に
な
り
、

29
％
が
高
齢
者
。
ま
た
代
々
山
林
管
理
し
て
き
た
森

林
所
有
者
た
ち
が
村
を
出
て
い
っ
た
た
め
、
森
は
手

入
れ
さ
れ
ず
連
絡
も
と
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い

る
。（
全
国
林
業
組
合
連
合
会
）。
我
が
国
が
古
代
よ

り
育
ん
で
き
た
独
自
の
森
林
文
化
も
失
わ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。

球
温
暖
化
が
深
刻
化
し
て
い
る
今
日
、
森

林
の
回
復
・
育
成
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ

と
を
世
界
の
人
も
日
本
の
人
々
も
気
が
つ
き
は
じ
め

た
。
１
９
９
２
年
に
開
催
さ
れ
た
地
球
サ
ミ
ッ
ト
で

は
森
林
の
消
滅
が
世
界
の
環
境
悪
化
を
招
い
て
お

り
、
持
続
的
な
森
林
経
営
を
求
め
る
必
要
を
決
議
、

97
年
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た
国
際
会
議
で
は
、
大
気

中
の
二
酸
化
炭
素
（
CO2
）
の
増
加
が
地
球
温
暖
化
や

異
常
気
象
を
招
い
て
お
り
、
日
本
政
府
も
「
CO2
排
出

量
を
６
％
削
減
す
る
」、
そ
の
た
め
に
CO2
の
吸
収
源

で
あ
る
森
を
守
り
育
て
る
こ
と
を
世
界
に
向
け
て
発

表
し
た
。

こ
の
「
京
都
議
定
書
」
を
受
け
て
、
平
成
13
年
度

に
「
森
林
・
林
業
基
本
計
画
」
が
新
た
に
策
定
さ
れ
、

森
林
の
持
つ
様
々
な
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
、
森
林

の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
国
民
が
協
力
し
て
森
を
守
り

育
て
る
こ
と
、
森
林
を
「
水
土
保
全
林
」「
森
林
と

人
の
共
生
林
」「
資
源
の
循
環
利
用
林
」
の
３
つ
に

区
分
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
整
備
を
着
実
に
実
施

し
、
管
理
経
営
し
て
い
く
こ
と
を
定
め
た
。

「
緑
の
雇
用
事
業
」
は
、
森
で
働
く
人
を
確
保
、
育

成
し
て
い
く
た
め
に
国
も
協
力
し
て
い
く
と
い
う
試

み
。「
山
で
働
か
な
い
か
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
都

市
か
ら
の
反
響
も
大
き
く
、
森
林
労
働
を
希
望
す
る

若
い
世
代
が
少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
。
彼
等
の
来
村

を
地
域
は
歓
迎
し
、
ま
た
頑
張
ろ
う
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
暗
く
荒
れ
て
い
た
森
に
太
陽
が
射
し
込
み

爽
や
か
な
風
が
少
し
ず
つ
吹
き
は
じ
め
て
い
る
。

誌
で
は
「
森
」
の
必
要
性
や
魅
力
に
つ
い

て
語
る
予
定
だ
っ
た
が
、
い
ま
森
林
の
育

成
と
保
全
が
緊
急
課
題
で
、
担
い
手
の
不
足
が
深
刻

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
森
林
作
業
員
を
確
保
し
て
独
自

の
方
法
で
林
業
の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
る
町
村

や
、「
緑
の
雇
用
事
業
」
で
Ｉ
・
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
山

仕
事
に
就
労
し
た
人
た
ち
を
中
心
に
取
材
す
る
こ
と

に
し
た
。
一
方
で
、
森
林
の
破
壊
は
た
や
す
い
が
再

生
に
は
長
い
時
間
が
必
要
な
こ
と
、
豊
か
な
森
林
に

溢
れ
る
極
上
の
空
気
と
安
ら
ぎ
、
木
々
の
持
つ
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
素
晴
ら
し
さ
、
生
き
物
た
ち
の
共
生
な
ど

も
改
め
て
実
感
し
た
。

森
の
再
生
に
は
長
い
年
月
が
必
要
だ
が
、
い
ま
大

切
な
こ
と
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
木
の
ぬ
く
も

り
に
ふ
れ
、
心
の
中
に
も
「
木
を
植
え
る
」
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
う
。

「
で
ぽ
ら
」
編
集
部

（
財
）
過
疎
地
域
問
題
調
査
会

日本の森林を育てる　　地域とフォレストワーカーの新たな取り組み
●特集企画に寄せて FOREST WORKER(森で働く人)

森日

地

本
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「でぽら」とは
D e p o p u l a t e d  L o c a l  
Au tho r i t i e s（人口が減少
した、つまり過疎化した地方
自治体）からのネーミング。
わが国の過疎市町村の数は
1266(過疎地域市町村1183
と過疎地域市町村に準ずる特
定市町村83の合計)､全市町
村の40％を超えています｡過
疎市町村は豊かで貴重な自然
環境に恵まれ、伝統文化や人
情あふれる風土が数多く残っ
ています。
多くの人たちが過疎地域を理
解し､交流をすすめるために、
過疎地域と都市地域を結ぶホ
ットラインとして､また過疎
地域相互間の情報誌として、
“DePOLA でぽら”をお届け
します。回覧し、多くの方に
ご高覧いただければ幸いです。

表紙●写真
左上/枝打ち作業をするグリー
ンキーパー(和歌山県美山村)
左下/足尾銅山「緑を育てる会」
の植樹作業(栃木県足尾町)
右上/間伐したヒノキを自然乾
燥する(宮崎県諸塚村)
右下/下北半島、ヒバと広葉樹
の混交林と北限のニホンザル

もくじ●写真（上から）
山仕事の七つ道具を身につけて
（和歌山県熊野川町）／森と清
流が美しい三重県宮川村／鎮守
の森の復活を（イラスト）／都
民ボランティアが山仕事（奥多
摩町）

INFORMATION 35
北限のブナ自生林「歌才ブナ林」(北海道黒松内町)／
「森を貸します」（福島県只見町たもかく）／林業で働
きたい人は各県の林業労働力確保支援センターへ／
フェアに参加して情報を／木や間伐材を活用しよう
・(財)過疎地域問題調査会からのお知らせ
・編集後記/奥付

「日本の森林を育てる　　地域とフォレストワーカーの新たな取り組み」
特集企画に寄せて 2

■紀州木の国の森林と地域を元気に

・環境保全で新たな雇用を創出する
和歌山県「緑の雇用事業」「新ふるさと創り」

4

・ユニチカユニオンが林業を通じて交流
備長炭の里　和歌山県中津村 5

・資格を取ってグリーンキーパーに
地区の学校も祭りも息を吹き替えした
和歌山県美山村 7

・熊野の森林を環境教育の場に
歴史と自然の豊かな熊野で働く
和歌山県熊野川町 10

■元気な森の担い手がいる山仕事の先進地

・森林は[森の勇者た
フォレストファイターズ

ち]が保全する
美しい森と清流が村づくりの活性剤
三重県宮川村 12

・「俺たちの村諸塚」
山仕事も里仕事も(財)ウッドピア諸塚で
宮崎県諸塚村 16

・下北半島の自然と共生する森づくり
恐山山地森林生態系保護林、大畑ヒバ天然林 20

●エッセイ
“鎮守の森”を復活してふるさと再生

一村一森運動
宮脇　昭（イラスト／松田けんじ） 24

■森を学習・交流の場に

・東京の森を、元気に。
都民ボランティアが山仕事をサポート
東京都奥多摩町 28

・足尾銅山「公害の原点」から「環境共生の発信地」へ 栃木県足尾町 31



4

和
歌
山
県
は
古
く
か
ら
「
紀
州
木
の
国
」
と

い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
温
暖
多
雨
の
気
候
を

生
か
し
て
林
業
が
盛
ん
で
、
県
土
の
77
％
が
森

林
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
林
家
や
地
域
の
人
々

が
代
々
守
り
続
け
て
き
た
紀
州
美
林
だ
が
、
高

齢
化
・
過
疎
化
で
整
備
が
進
ま
ず
、
地
域
の
活

力
低
下
が
深
刻
化
し
て
き
た
。

森
林
の
荒
廃
は
、
地
域
経
済
の
衰
退
だ
け
で

は
な
く
、
水
資
源
や
国
土
保
全
、
動
植
物
等
の

生
態
系
を
悪
化
し
、
地
球
温
暖
化
の
大
き
な
要

因
に
も
な
る
。

和
歌
山
県
は
平
成
13
年
に
改
正
さ
れ
た
森

林
・
林
業
基
本
法（
従
来
の
木
材
生
産
主
体
の

政
策
か
ら
、
森
林
の
多
面
的
な
機
能
を
持
続
的

発
揮
を
図
る
）に
あ
わ
せ
、
森
林
を
育
成
し
て

い
く
人
た
ち
を
広
く
一
般
か
ら
雇
用
す
る
「
緑

の
雇
用
事
業
」制
度
を
国
に
働
き
か
け
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
農
林
水
産
省
、
総
務
省
が
「
緑
の

担
い
手
育
成
対
策
」、
厚
生
労
働
省
が
「
緊
急

雇
用
対
策
」
と
し
て
期
間
を
限
っ
て
予
算
化
し

た
。
す
で
に
準
備
万
端
の
体
制
を
組
ん
で
い
た

和
歌
山
県
は
、
平
成
14
年
４
月
に
県
庁
内
に
緑

の
雇
用
推
進
局
新
ふ
る
さ
と
推
進
課
を
設
置
、

各
市
町
村
と
連
携
し
な
が
ら
直
ち
に
行
動
を
開

始
し
た
。

森
林
や
自
然
環
境
を
保
全
す
る
人
材
の
確
保

と
い
う
新
た
な
雇
用
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
森
林
の
整
備
や
育
成
が
進
み
、
都
市
な
ど

か
ら
若
い
世
代
が
来
て
定
住
し
て
く
れ
る
こ
と

で
地
域
に
活
力
が
蘇
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
和
歌

山
県
の
め
ざ
す
「
新
ふ
る
さ
と
創
り
」。
平
成

14
年
か
ら
全
国
に
先
が
け
て
ス
タ
ー
ト
、
担
当

者
た
ち
の
日

夜
を
通
し
て

の
準
備
や
広

報
活
動
等
に

よ
り
、「
緑
の

雇
用
」
に
全

国
か
ら
予
想

を
は
る
か
に

超
え
る
人
々

が
応
募
し
て

き
た
。
15
年

に
和
歌
山
市

と
東
京
で
開
催
し
た
合
同
説
明
会
に
は
５
１
１

名
の
人
が
参
加
、
１
６
８
名
が
採
用
さ
れ
た
。

平
成
14
年
か
ら
15
年
夏
ま
で
に
、
緑
の
雇
用
事

業
や
森
林
組
合
が
直
接
採
用
し
た
１
０
４
名
を

加
え
る
と
、
15
年
夏
ま
で
に
３
７
５
名
が
森
林

の
担
い
手
と
し
て
従
事
し
、
う
ち
Ｉ
タ
ー
ン
し

た
人
２
７
１
名
が
定
住
し
て
頑
張
っ
て
い
る
。

「
和
歌
山
か
ら
日
本
を
変
え
る
」
と
い
う
取
組

み
は
全
国
か
ら
”和
歌
山
方
式
“と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
。

取
材
に
は
、
緑
の
雇
用
推
進
局
定
住
促
進

課
・
中
野
雅
光
課
長
、
新
ふ
る
さ
と
推
進
課
・

泉
清
久
主
査
が
同
行
し
て
く
れ
た
。
当
初
か
ら

担
当
し
て
き
た
二
人
は
、
地
域
の
こ
と
や
採
用

し
た
若
者
の
こ
と
、
住
居
の
こ
と
ま
で
何
も
か

も
よ
く
知
り
尽
く
し
て
お
り
、
地
域
の
担
当
者

た
ち
の
信
頼
も
厚
く
頼
り
に
さ
れ
て
い
る
。
い

ま
ど
き
こ
の
よ
う
な
熱
血
役
人
が
い
る
の
か
と

我
々
も
感
動
し
な
が
ら
、
２
日
間
様
々
な
こ
と

を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
。

「
緑
の
雇
用
事
業
」
を
国
に
強
く
提
言
し
て
き
た
和
歌
山
県
が
、
全
国
に

先
が
け
て
積
極
的
に
動
き
だ
し
て
い
る
。
和
歌
山
県
独
自
の
制
度
と
連
動

さ
せ
て
Ｉ
・
Ｕ
タ
ー
ン
の
若
い
世
代
を
林
業
の
担
い
手
と
し
て
研
修
・
採

用
し
、
市
町
村
の
現
場
へ
。
ス
タ
ー
ト
し
た
平
成
14
年
度
で
１
３
３
名
が

Ｉ
タ
ー
ン
、
１
２
３
名
が
山
村
の
現
場
で
森
林
作
業
に
従
事
、
他
の
10
名

も
製
炭
等
に
従
事
し
た
。
こ
れ
ら
の
新
規
就
労
者
は
今
後
も
森
林
作
業
員

と
し
て
働
く
こ
と
を
希
望
し
、
１
０
３
世
帯
１
５
１
名
が
す
で
に
現
場
の

町
村
で
の
定
住
を
め
ざ
し
て
い
る
（
平
成
15
年
）。
県
が
め
ざ
す
「
新
ふ
る

さ
と
創
り
」
と
も
連
動
し
、
地
域
に
活
気
が
出
て
来
た
。

全
国
の
モ
デ
ル
と
し
て
県
と
市
町
村
、
地
域
が
一
体
に
な
っ
て
取
り
組

む
緑
の
雇
用
事
業
を
中
津
村
、
美
山
村
、
熊
野
川
町
の
現
場
で
取
材
し
た
。

紀州木の国の森林と地域を元気に

環
境
保
全
で
新
た
な
雇
用
を
創
出
す
る

和
歌
山
県
「
緑
の
雇
用
事
業
」「
新
ふ
る
さ
と
創
り
」

和歌山県緑の雇用推進局の泉さん（左）、中野さん

熊野川町のズギ・ヒノキの美林
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域
に
集
落
と
田
畑
が
点
在
し
て
い
る
。
山
林
は
７
８

１
９
ha（
89
・
７
％
）、林
業
が
盛
ん
で
、
良
質
な
備

長
炭
の
里
と
し
て
古
い
歴
史
と
実
績
を
誇
っ
て
い

る
。こ

の
中
津
村
に
大
阪
に
本
社
が
あ
る
Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ

ン
同
盟
ユ
ニ
チ
カ
労
働
組
合（
ユ
ニ
チ
カ
ユ
ニ
オ
ン
）

が
森
林
整
備
活
動
に
当
た
る
”企
業
の
森
“が
平
成
14

年
に
設
置
さ
れ
た
。
比
較
的
集
落
に
近
い
場
所
に
あ

る
民
有
林
２
ケ
所
で
、
面
積
は
２
・
１
１
ha
。
ユ
ニ

チ
カ
ユ
ニ
オ
ン
が
所
有
者
か
ら
山
林
を
貸
り
受
け

（
当
面
20
年
間
）、
森
づ
く
り
を
進
め
る
。

中
津
村
と
ユ
ニ
チ
カ
ユ
ニ
オ
ン
と
の
出
合
い
は
、

県
が
大
阪
市
内
で
開
催
し
た
「
緑
の
雇
用
事
業
」
説

明
会
に
ユ
ニ
チ
カ
ユ
ニ
オ
ン
の
松
本
書
記
長
が
参

加
、
中
津
村
笹
村
長
の
村
を
Ｐ
Ｒ
す
る
話
に
心
動
か

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
ユ
ニ
チ
カ
で
は
組
合
の
創
立

30
周
年
事
業
の
企
画
を
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
環

境
保
全
と
組
合
員
の
癒
し
の
場
づ
く
り
に
し
た
い
と

中
津
村
を
訪
れ
た
。
自
然
も
村
人
も
大
変
気
に
入
っ

た
が
、
同
時
に
山
と
林
業
の
深
刻
な
状
況
も
知
り
、

微
力
な
が
ら
助
け
に
な
り
た
い
と
松
本
書
記
長（
当

時
）は
思
っ
た
と
言
う
。

平
成
14
年
６
月
に
事
業
地
と
し
て
中
津
村
を
決

定
、
夏
に
は
関
係
者
が
候
補
地
の
森
を
視
察
し
、
同

年
10
月
に
ユ
ニ
チ
カ
ユ
ニ
オ
ン
と
中
津
村
が
契
約
し

た
。
専
門
的
技
術
を
要
す
る
森
林
施
業
や
日
常
の
管

理
は
森
林
組
合
に
委
託
し
、
年
数
回
組
合
員
と
家
族

等
が
来
村
し
て
植
林
や
下
草
刈
り
を
し
て
い
る
。

役
場
林
政
課
中
家
哲
課
長
の
案
内
で
ユ
ニ
チ
カ
の

森
の
一
つ
を
訪
ね
た
。
幹
線
道
路
か
ら
林
道
に
入
る

と
一
気
に
坂
道
に
な
り
、
間
も
な
く
見
晴
し
の
よ
い

そ
の
場
所
に
到
着
し
た
。
今
は
ほ
と
ん
ど
高
い
樹
木

が
な
い
場
所
な
の
で
、
下
の
方
に
道
路
や
河
川
が
見

え
る
。
も
と
は
地
主
が
天
王
寺
動
物
園
の
依
頼
を
受

け
て
、
コ
ア
ラ
が
食
用
す
る
ユ
ー
カ
リ
を
栽
培
し
て

い
た
が
、
需
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
伐
採
、
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
く
の
は
よ
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
時
ユ

ニ
チ
カ
ユ
ニ
オ
ン
に
貸
出
す
話
が
舞
い
込
ん
だ
。

「
急
斜
面
の
森
が
多
い
中
津
の
中
で
は
こ
こ
は
緩
や

か
な
斜
面
で
す
か
ら
素
人
で
も
作
業
し
や
す
い
森
で

す
。
事
業
は
昨
年
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
が
、
ユ
ニ

チ
カ
ユ
ニ
オ
ン
の
人
た
ち
は
秋
ま
で
に
５
回
、
約
１

２
０
名
が
来
ら
れ
、
植
林
や
下
草
刈
り
を
し
て
い
ま

す
。
２
泊
３
日
で
来
村
、
地
域
お
こ
し
の
グ
ル
ー
プ

﹇
ゆ
め
倶
楽
部
21
﹈が
企
画
す
る
、
炭
焼
き
や
わ
ら

じ
作
り
等
も
体
験
し
て
も
ら
っ
て
交
流
を
図
っ
て
い

ま
す
」
と
中
家
課
長
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
。

道
路
に
近
い
場
所
に
は
植
樹
さ
れ
た
ク
ヌ
ギ
、
コ

ナ
ラ
等
の
苗
木
が
し
っ
か
り
根
付
き
紅
葉
な
ど
し
て

い
る
。
名
札
が
付
い
て
い
る
の
で
聞
い
た
ら
、
ユ
ニ

チ
カ
の
社
長
や
重
役
た
ち
が
こ
の
活
動
に
賛
同
し
、

寄
付
と
い
う
か
た
ち
で
植
樹
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

植
樹
計
画
で
は
広
葉
樹
と
針
葉
樹
の
森
づ
く
り
を
予

定
し
て
い
る
が
、
視
察
現
地
に
は
ユ
ー
カ
リ
や
ツ
バ

キ
の
木
も
何
本
か
自
生
し
て
お
り
、
楽
し
い
林
に
な

り
そ
う
。「
こ
こ
で
木
を
植
え
た
人
や
子
供
達
が
と

き
ど
き
訪
ね
て
く
れ
て
住
民
と
交
流
し
て
く
れ
る
の

が
私
ど
も
の
願
い
で
す
」

春
に
は
ワ
ラ
ビ
や
ゼ
ン
マ
イ
な
ど
の
山
菜
の
宝
庫

だ
そ
う
で
、
近
く
の
山
林
に
は
組
合
員
が
種
菌
し
た

椎
茸
の
ほ
だ
木
が
沢
山
置
か
れ
て
い
た
。
下
の
方
か

ら
吹
き
上
げ
て
く
る
川
風
が
心
地
い
い
。

紀
州
備
長
炭
の
Ｐ
Ｒ
と
研
修
生
の
育
成

製
炭
技
術
研
修
所

村
の
中
程
に
村
が
設
置
し
た
備
長
炭
の
研
修
工
房

が
あ
る
。
外
見
は
目
立
た
な
い
建
物
だ
が
、
中
へ
入

る
と
石
を
丁
寧
に
積
み
上
げ
て
造
っ
た
本
格
的
な
窯

が
２
個
あ
り
、
作
業
し
や
す
い
広
々
と
し
た
土
間
、

炭
火
と
煙
り
が
高
く
立
ち
こ
め
て
も
よ
い
よ
う
に
作

ら
れ
た
高
い
天
井
等
、
大
変
よ
く
で
き
た
作
業
場
で

あ
る
。
一
つ
の
窯
の
火
焚
口
か
ら
は
穏
や
か
な
白
い

煙
り
が
上
が
り
、
ウ
バ
メ
ガ
シ
の
炭
化
も
真
近
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
研
修
所
は
炭
の
中
で
も
最
も
高
級
な

中
津
村（
人
口
２
５
０
６
人
）は
和
歌
山
県
の
ほ

ぼ
中
央
部
に
あ
り
、
南
に
標
高
４
０
０
〜
７
５
０
ｍ

級
の
山
々
が
連
な
る
平
均
標
高
４
０
０
ｍ
の
山
間
地

帯
。
日
高
川
と
そ
の
支
流
が
Ｖ
渓
谷
を
形
成
し
、
流

ユニチカユニオンの森を
案内してくれた中家課長
植樹1年目のコナラ（下）

●
紀
州
木
の
国
の
森
林
と
地
域
を
元
気
に
　
　
１

ユ
ニ
チ
カ
ユ
ニ
オ
ン
が

林
業
を
通
じ
て
交
流

備
長
炭
の
里
―
和
歌
山
県
中
津
村

な
か
つ
む
ら
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白
炭（
紀
州
備
長
炭
）を
製
造
し
て
お
り
、
炭
化
が
終

わ
る
と
窯
口
を
徐
々
に
開
け
て
空
気
を
送
り
込
み
１

０
０
０
℃
の
中
で
真
っ
赤
に
燃
や
す
精
鎌（
ね
ら
し
）

と
い
う
作
業
、
そ
し
て
真
っ
赤
に
燃
え
た
炭
を
外
へ

か
き
出
し
て
灰
と
土
を
か
け
る
緊
迫
し
た
作
業
が
待

っ
て
い
る
。
い
ま
は
そ
の
前
の
ち
ょ
っ
と
一
息
つ
け

る
時
間
。

同
工
房
で
は
、
担
い
手
育
成
を
目
的
に
研
修
生
を

受
入
れ
１
年
間
か
け
て
製
炭
者
と
し
て
独
立
で
き
る

よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。
指
導
に
当
た
っ
て
い
る
の

は
湯
上
昇
さ
ん
。
親
の
代
か
ら
備
長
炭
一
筋
で
き
た

腕
前
と
指
導
力
が
見
込
ま
れ
て
、
こ
こ
で
炭
作
り
を

し
な
が
ら
後
継
者
の
指
導
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
年
の
研
修
生
は
小
野
昌
好
さ
ん（
50
）。
大
阪

で
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
辞
め
て
応
募
、
７
月
の

テ
ス
ト
期
間
を
経
て
８
月
か
ら
研
修
生
に
な
っ
た
。

「
祖
父
が
兵
庫
県
の
田
舎
で
炭
焼
き
を
し
て
い
て
小

さ
い
時
手
伝
っ
た
の
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
職
安
で
研
修

生
を
募
集
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
応
募
し
ま
し
た
。

原
木
伐
り
な
ど
は
ハ
ー
ド
で
す
が
興
味
は
尽
き
ず
充

実
し
て
い
ま
す
。
備
長
炭
作
り
の
い
い
職
人
に
な
る

こ
と
が
夢
で
す
」と
汗
に
灰
の
つ
い
た
顔
が
微
笑
む
。

宿
泊
施
設
は
あ
る
が
、
生
活
費
は
本
人
負
担
と
き
び

し
い
が
、
湯
上
さ
ん
が
小
遣
い
程
度
は
面
倒
み
て
く

れ
る
ら
し
い
。

研
修
生
は
小
野
さ
ん
で
５
人
目
。
卒
業
し
た
３
人
は

村
に
残
っ
て
、
地
元
製
炭
者
の
協
力
を
得
て
、
自
分
で

工
房
を
作
り
、
み
な
独
立
し
て
い
る
と
い
う
。

中
津
村
で
は
、
古
く
か
ら
紀
州
備
長
炭
の
製
造
に

取
り
組
ん
で
い
る
が
、
原
木
の
ウ
バ
メ
ガ
シ
の
採
取

で
き
る
山
が
少
な
く
な
り
、
今
で
は
他
所
の
山
か
ら

伐
り
出
し
て
く
る
こ
と
が
多
い
。「
も
と
も
と
ウ
バ

メ
ガ
シ
は
海
岸
に
近
い
方
に
自
生
し
て
い
ま
す
。
原

木
を
購
入
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
採

算
が
合
わ
な
い
。
紀
州
の
白
炭
は
末
端
価
格
で
15
㎏

１
万
５
０
０
０
円
も
す
る
よ
う
で
す
が
、
中
間
業
者

が
儲
か
っ
て
い
る
だ
け
で
、
我
々
は
や
っ
と
経
営
し

て
い
ま
す
」
と
湯
上
さ
ん
。
高
齢
化
し
て
辞
め
て
い

く
人
も
多
く
な
っ
た
の
で
、
何
と
か
後
継
者
を
育
て

た
い
と
指
導
を
引
き
受
け
た
。

学
校
か
ら
子
供
達
が
よ
く
見
学
に
来
る
。
火
を
見

る
時
、
鉄
の
よ
う
に
硬
い
炭
が
キ
ー
ン
と
鳴
る
時
、

子
供
達
は
顔
を
輝
や
か
せ
感
動
す
る
。
湯
上
さ
ん
が

子
供
の
た
め
に
備
長
炭
で
つ
く
っ
た
木
琴（
炭
琴
）

や
壁
に
張
り
出
し
た
説
明
用
の
イ
ラ
ス
ト
等
が
印
象

的
だ
。

段
ボ
ー
ル
に
入
れ
て
出
荷
す
る
前
の
備
長
炭
を
見
せ

て
も
ら
う
。
炭
の
灰
を
落
と
す
と
黒
々
と
し
た
鉄
の
よ

う
な
肌
が
現
わ
れ
、
切
り
口
は
磨
き
込
ま
れ
た
鋼
の
よ

う
だ
が
、
気
泡
が
無
数
に
あ
り
、
浄
化
用
や
イ
ン
テ
リ

ア
と
し
て
人
気
が
あ
る
こ
と
に
改
め
て
納
得
。
小
さ
な

破
片
も
宝
物
の
よ
う
に
見
え
る
備
長
炭
だ
が
、
製
炭
現

場
の
厳
し
さ
も
垣
間
見
た
思
い
で
あ
る
。

小
野
さ
ん
は
「
難
し
い
で
す
ね
、
も
っ
と
早
く
で

き
な
い
と
」
と
言
い
な
が
ら
、
曲
っ
た
ウ
バ
メ
ガ
シ

の
原
木
に
切
り
込
み
を
入
れ
て
真
直
ぐ
に
す
る
作
業

に
取
り
組
ん
で
い
た
。

・
中
津
村
林
政
課
1
０
７
３
８（
54
）０
３
２
１

製
炭
技
術
研
修
所
の
内
部
（
上
）
指
導
員

湯
上
さ
ん
と
研
修
生
小
野
さ
ん
（
右
）

同
所
で
製
造
さ
れ
た
高
級
備
長
炭
。
焼
く

と
原
木
は
約
半
分
に
凝
縮
す
る

窯
の
手
入
れ
を
す
る
小
野
さ
ん
（
上
）
ウ

バ
メ
ガ
シ
を
整
え
て
束
に
す
る
の
も
熟
練

が
必
要
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広
大
な
森
を
若
衆
で
整
備
す
る

グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー
支
援
制
度
の
設
置

中
津
川
村
に
隣
接
す
る
美
山
村
は
、
日
高
川
の
中

流
域
に
位
置
し
、
県
下
最
大
の
椿
山
ダ
ム
が
村
の
中

央
部
に
あ
る
。
総
面
積
は
１
万
６
８
６
２
ha
と
広
大

で
、
94
％
が
森
林
。
そ
の
森
林
の
60
％
、
８
８
３
８

ha
が
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
等
の
人
工
林
で
あ
る
た
め
、
森

林
組
合
が
中
心
に
早
く
か
ら
民
有
林
の
保
全
・
整
備

に
当
た
っ
て
き
た
が
、
過
疎
化
と
高
齢
化
で
、
新
た

な
作
業
員
の
育
成
・
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
人

口
は
椿
山
ダ
ム
の
完
成（
昭
和
63
年
）で
集
落
が
水
没

し
て
村
外
へ
移
住
し
た
人
が
多
く
、
以
来
減
少
が
す

す
み
、
現
在
２
２
３
８
人
、
高
齢
化
率
も
40
・
６
％

と
な
り
県
内
で
も
か
な
り
高
い
町
村
に
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
中
、
住
民
組
織
で
あ
る
産
業
振
興
会
議
の

林
業
部
会
か
ら
の
提
案
が
契
機
と
な
り
、
平
成
７
年

に
「
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー
支
援
事
業
」
が
設
置
さ
れ

た
。
森
林
組
合
が
新
規
に
採
用
す
る
作
業
員
に
、
給

与
や
諸
手
当
、
福
利
厚
生
費
を
２
年
間
２
分
の
１
助

成
す
る
と
と
も
に
、
毎
年
３
名
ず
つ
新
規
の
作
業
員

を
採
用
し
て
、
10
年
間
で
30
名
の
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ

ー
を
採
用
し
よ
う
と
い
う
も
の
。

新
規
採
用
し
た
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー
は
現
在
18
名

と
な
り
、
平
均
年
齢
は
今
ま
で
は
59
歳
で
あ
っ
た
の

が
35
歳
と
大
幅
に
若
返
っ
た
。

「
ダ
ム
で
村
外
へ
出
た
人
が
村
で
働
き
た
い
と
Ｕ
タ

ー
ン
し
て
き
て
く
れ
て
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
こ

へ
さ
ら
に
県
の
す
す
め
る
『
緑
の
雇
用
制
度
』
の
活

用
で
、
新
規
就
労
し
て
き
た
人
が
14
名
加
わ
り
、
現

在
40
名
が
山
仕
事
に
従
事
し
て
い
ま
す
」
と
役
場
農

林
振
興
課
朝
間
一
行
課
長
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
。

急
斜
面
で
枝
打
ち
作
業

森
林
組
合
下
西
千
秋
参
事
の
案
内
で
、
グ
リ
ー
ン

キ
ー
パ
ー
の
作
業
班
が
間
伐
作
業
を
し
て
い
る
山
を

訪
ね
た
。
寒
川
財
産
区
と
い
わ
れ
る
山
で
、
森
林
作

資格を取ってグリーンキーパーに
地区の学校も祭りも息を吹き替えした　　和歌山県美山村

み や ま む ら

「
緑
の
雇
用
事
業
」
で
美
山
村
へ
来
た
新
規
就
労
者
が
次
に

め
ざ
す
の
は
、
森
林
作
業
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
集
団

「
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー
」。
平
成
７
年
に
住
民
の
声
を
反
映

し
て
、
村
と
森
林
組
合
が
主
体
で
ス
タ
ー
ト
し
た
制
度
で

現
在
18
名
が
従
事
し
、
緑
の
雇
用
制
度
等
で
入
村
し
て
き

た
新
人
た
ち
の
指
導
に
も
当
た
っ
て
い
る
。
清
流
沿
い
の

集
落
に
は
洒
落
た
一
戸
建
て
住
宅
や
単
身
者
用
マ
ン
シ
ョ

ン
も
出
来
て
、
子
供
た
ち
の
元
気
な
声
が
山
々
に
も
こ
だ

ま
し
て
い
た
。

朝間美山村農林振興課長（左）と下西森林
組合参事
寒川財産区の山林で技打ち作業をする森
林作業員の皆さん

●紀州木の国の森林と
地域を元気に　　２
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業
の
場
と
し
て
は
比
較
的
集
落
か
ら
近
い
。
し
か
し

林
道
か
ら
一
歩
森
に
入
る
と
か
な
り
の
急
斜
面
で
足

場
も
あ
ま
り
良
く
な
い
。
そ
こ
で
の
ヒ
ノ
キ
の
枝
打

ち
作
業
が
仕
事
で
、
下
枝
が
枯
れ
は
じ
め
る
秋
か
ら

冬
に
行
う
と
い
う
。
手
の
届
く
範
囲
な
ら
い
い
が
、

斜
面
に
は
し
ご
を
か
け
て
ナ
タ
や
ノ
コ
ギ
リ
で
切
断

す
る
高
い
と
こ
ろ
で
の
作
業
は
十
分
訓
練
を
積
ん
だ

ベ
テ
ラ
ン
で
な
い
と
難
し
い
。
枝
打
ち
と
一
言
で
い

う
が
、
節
の
な
い
木
材
に
す
る
た
め
に
切
断
す
る
位

置
が
難
し
く（
幹
の
部
分
ま
で
深
く
切
る
と
胴
枯
病

や
病
原
菌
が
入
り
や
す
く
、
枝
を
残
す
と
大
き
な
節

が
で
き
て
し
ま
う
）、
ま
た
病
原
菌
の
侵
入
を
防
ぐ

た
め
、
切
り
口
は
鋭
利
な
ナ
タ
な
ど
で
素
早
く
表
面

を
滑
ら
か
に
切
断
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
だ
と
い

う
。
し
か
も
木
の
大
き
さ
に
よ
り
１
回
目
、
２
回
目

と
枝
打
ち
を
く
り
返
す
こ
と
で
価
値
の
あ
る
材
に
な

っ
て
い
く
と
い
う
大
変
な
作
業
で
あ
る
。

そ
の
日
作
業
し
て
い
る
の
は
指
導
に
当
た
る
グ
リ

ー
ン
キ
ー
パ
ー
と
「
緑
の
雇
用
事
業
」
で
研
修
中
の

新
規
就
労
の
人
た
ち
。
ベ
テ
ラ
ン
が
高
い
場
所
の
枝

打
ち
を
行
っ
て
い
た
。

山
本
聡
さ
ん（
39
）は
大
阪
か
ら
来
て
５
年
目
に

な
る
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー

で
、
班
長
と
し
て
皆
の
指

導
に
当
た
っ
て
お
り
「
か

み
さ
ん
と
こ
こ
で
の
生
活

を
楽
し
ん
で
い
ま
す
」
と

言
う
。

こ
の
日
作
業
し
て
い
る

の
は
、
地
元
出
身
の
森
口

康
浩
さ
ん
（
23
）
と
小
玉

勝
利
さ
ん
（
51
）、
近
隣

町
村
か
ら
就
労
し
た
中
井

善
伸
さ
ん
（
60
）、
清
水

信
明
さ
ん
（
45
）、
多
田

勝
さ
ん
（
40
）
の
６
名
。

他
の
班
は
も
っ
と
奥
の
山

中
で
間
伐
作
業
に
従
事
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

都
市
の
企
業
で
働
い
て
き
た
人
に
と
っ
て
、
山
仕

事
は
重
労
働
で
月
給
も
そ
の
割
に
は
高
く
な
い（
平

均
25
万
円
）が
、
自
然
や
山
が
好
き
で
こ
の
仕
事
を

選
ん
だ
人
が
多
く
、
家
族
と
の
会
話
が
増
え
た
、
子

供
が
学
校
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
、
休
日
の
趣
味
が

増
え
た
等
、
田
舎
で
の
暮
ら
し
に
満
足
し
て
い
る
。

美
山
村
の
人
々
の
誠
実
さ
や
暖
か
さ
も
大
き
な
要
因

の
よ
う
で
、「
美
山
は
人
と
自
然
の
理
想
郷
」
と
い

う
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー
も
い
た
。

同
行
し
た
県
定
住
促
進
課
長
の
中
野
さ
ん
が
「
み

ん
な
と
て
も
き
れ
い
な
目
を
し
て
い
ま
す
ね
」
と
言

っ
た
言
葉
が
印
象
的
だ
。

「
美
山
村
の
緑
の
雇
用
事
業
に
よ
る
採
用
で
は
、
Ｕ

タ
ー
ン
が
６
名
、
Ｉ
タ
ー
ン
が
８
名
お
り
、
一
年
間

研
修
す
る
と
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー
の
資
格
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
上
富
田
町
に
あ
る
県
の
研
修

施
設
に
年
間
75
日
通
っ
て
森
林
管
理
に
必
要
な
理
論

や
実
習
を
学
ぶ
も
の
で
、
こ
れ
に
パ
ス
す
る
と
美
山

村
の
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー
と
し
て
月
給
制
、
休
暇
、

各
種
保
険
の
あ
る
正
社
員
に
な
り
、
経
験
を
積
む
と

新
人
の
指
導
に
も
当
た
り
ま
す
。
山
仕
事
は
始
め
は

き
つ
い
で
し
ょ
う
が
、
じ
き
に
慣
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
正

社
員
に
な
っ
て
村
に
定
住
し
て
欲
し
い
と
支
援
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
下
西
参
事
は
言
う
。
14
年
か

ら
研
修
に
き
た
人
の
中
で
す
で
に
２
人
が
グ
リ
ー
ン

キ
ー
パ
ー
の
資
格
を
取
得
し
た
と
い
う
。

48
人
の
新
住
民
を
迎
え
て

寒
川
地
区
が
元
気
を
取
り
戻
し
た

グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー
や
研
修
生
の
住
ま
い
が
あ
る

寒
川
地
区
へ
向
か
う
途
中
の
山
麓
に
名
水
が
流
れ
出

る
こ
と
で
知
ら
れ
る
場
所
が
あ
っ
た
。
小
さ
な
木
造

の
東
屋
が
建
っ
て
い
て
、
何
と
「
癒
し
の
駅
・
長
寿

庵
」
と
い
う
看
板
が
架
け
ら
れ
て
い
る
。
手
作
り
の

椅
子
も
用
意
さ
れ
た
休
憩
所
に
な
っ
て
い
て
、
壁
に

は
地
区
の
人
の
活
動
や
訪
ね
て
き
た
人
が
送
っ
て
き

た
写
真
な
ど
が
張
ら
れ
あ
る
。
感
心
し
て
見
て
い
る

と
地
区
の
お
年
寄
り
が
近
付
い
て
き
て
「
空
の
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
を
用
意
し
て
い
る
か
ら
お
水
を
持
っ
て
い

け
や
」
と
言
う
。

こ
の
東
屋
は
地
区
の
有
志
が
作
っ
た
も
の
で
、
毎

日
の
掃
除
と
美
化
を
お
年
寄
り
た
ち
が
交
代
で
し
て

高いところでの軽便なハシゴに降って技打ち
作業をするグリーンキーパーたち

「癒しの駅・長寿庵」の名水所
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い
る
ら
し
い
。
山
で
作
業
す
る
人
た
ち
が
こ
こ
で
一

服
し
て
名
水
を
持
ち
帰
っ
て
欲
し
い
と
い
う
配
慮
も

あ
る
の
だ
ろ
う
、
美
山
村
の
人
々
の
暖
か
さ
と
ユ
ー

モ
ア
セ
ン
ス
に
ふ
れ
た
思
い
で
あ
る
。

日
高
川
の
支
流
・
寒
川
の
清
流
沿
い
に
あ
る
集
落

が
古
い
歴
史
を
持
つ
寒
川
地
区
で
、
川
沿
い
に
お
洒

落
な
１
戸
建
て
住
宅
が
並
び
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
を
形
成

し
て
い
る
。
上
の
方
に
は
小
学
校
や
独
身
者
用
住
宅

も
あ
り
、
森
林
組
合
の
事
務
所
も
こ
こ
に
あ
る
。
村

に
は
民
間
の
賃
貸
住
宅
が
な
い
た
め
グ
リ
ー
ン
キ
ー

パ
ー
制
度
の
設
置
と
共
に
住
宅
建
設
を
県
の
補
助
事

業
で
行
っ
て
き
た
。
３
Ｄ
Ｋ
の
定
住
促
進
住
宅
は
毎

年
平
均
３
戸
建
設
し
、
現
在
23
戸
、
独
身
用
は
ワ
ン

ル
ー
ム
12
室
が
あ
り
、
さ
ら
に
４
戸
の
一
戸
建
て
を

建
築
中
だ
。

ち
ょ
う
ど
保
育
園
が
終

了
し
た
時
間
で
、
子
供
た

ち
が
一
斉
に
飛
び
出
し
て

き
た
。
近
く
の
お
母
さ
ん

は
「
病
気
が
ち
だ
っ
た
下

の
子
供
が
こ
こ
へ
来
て
か

ら
は
風
邪
ひ
と
つ
ひ
か
な

く
な
り
、
上
の
姉
も
先
生

が
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
教
え

て
く
れ
る
の
で
小
学
校
へ

行
く
の
が
と
て
も
楽
し
い

よ
う
で
す
。
子
育
て
の
環

境
と
し
て
も
最
高
で
す
よ
」

と
言
う
。

山
仕
事
は
朝
早
い
代
わ

り
に
夕
方
も
４
時
頃
に
終

わ
る
の
で
、
保
育
園
へ
お

迎
え
に
来
る
お
父
さ
ん
も

い
る
よ
う
だ
。

別
の
お
母
さ
ん
は
「
主

人
と
家
庭
菜
園
や
釣
り
を

楽
し
み
、
家
族
そ
ろ
っ
て

夕
食
で
き
る
こ
と
が
魅
力
で
す
」
と
言
っ
て
い
た
。

役
場
の
朝
間
課
長
は
「
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー
は
家

族
を
入
れ
る
と
48
人
で
、
村
に
と
っ
て
新
住
民
は
大

切
な
財
産
で
す
。
複
式
学
級
寸
前
の
小
学
校
が
普
通

学
級
で
維
持
で
き
、保
育
園
も
元
気
に
な
り
ま
し
た
。

寒
川
神
社
に
は
県
指
定
無
形
文
化
財
の
獅
子
舞
な
ど

が
あ
り
、
そ
の
継
承
に
苦
労
し
て
い
ま
し
た
が
、
若

い
お
父
さ
ん
た
ち
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
く
れ
て
い

ま
す
」

保
育
園
は
地
区
の
集
会
所
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た

施
設
を
改
装
し
た
も
の
で
、
地
区
の
人
た
ち
も
協
力

し
て
用
意
し
た
愛
情
た
っ
ぷ
り
の
遊
具
用
品
や
テ
ー

ブ
ル
、
棚
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。

今
後
は
入
村
者
の
住
宅
を
寒
川
地
区
に
限
定
せ

ず
、
別
の
地
域
に
も
建
設
し
た
り
、
古
い
民
家
に
住

み
た
い
と
い
う
要
望
の
人
に
は
空
家
も
斡
旋
し
て
い

き
た
い
と
言
う
。

ま
た
、
美
山
村
の
人
と
自
然
の
共
生
関
係
を
再
構

築
す
る
と
い
う
取
り
組
み
は
、
環
境
保
全
型
林
業
グ

リ
ー
ン
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
の
先
進
地
と
し
て
県
・
国

も
注
目
し
て
お
り
、
今
後
は
青
少
年
等
の
森
林
体
験

や
研
修
生
の
受
け
入
れ
を
行
な
っ
て
い
く
計
画
だ
。

美
山
村
は
、
５
月
に
は
広
大
な
日
高
川
ダ
ム
湖
畔

を
横
切
っ
て
泳
ぐ
鯉
の
ぼ
り
が
有
名
で
、
周
辺
は
カ

ヌ
ー
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
、
釣
り
等
の
ス
ポ
ー
ツ
の
メ
ッ

カ
で
、
山
間
に
は
癒
し
効
果
に
優
れ
て
い
る
と
い
う

「
美
山
温
泉
」
も
あ
る
。

「
遊
ぼ
う
よ
」
と
い
う
寒
川
の
子
供
た
ち
に
「
春

に
な
っ
た
ら
鯉
の
ぼ
り
を
見
に
来
る
か
ら
ね
」
と
約

束
、元
気
で
大
ら
か
な
姿
に
後
髪
を
惹
か
れ
な
が
ら
、

紅
葉
の
里
を
後
に
し
た
。

・
美
山
村
農
林
振
興
課
1
０
７
３
８（
56
）０
３
２
１

・
美
山
村
森
林
組
合
1
０
７
３
８（
58
）０
０
１
４

寒川（そうかわ）地区に建設された定住促進住宅、単身者
用住宅
保育園が終わってとび出してきた子供たち。半数が、Iタ
ーンしてきた子供
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広
大
な
森
林
地
帯

古
代
よ
り
信
仰
の
場
と
し
て
修
験
者
が
山
岳
修
業

を
行
い
、
ま
た
京
・
奈
良
〜
伊
勢
・
紀
州
を
結
ぶ
観

光
の
道
と
し
て
発
展
し
て
き
た
熊
野
古
道
。
熊
野
地

方
は
気
温
が
高
く
て
雨
が
多
い
風
土
で
あ
る
た
め
、

樹
木
の
成
長
が
良
く
、
林
業
地
帯
と
し
て
発
展
し
て

き
た
。
切
り
出
し
た
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
は
熊
野
川
や
そ

の
支
流
か
ら
い
か
だ
で
海
辺
の
町
新
宮
へ
運
ば
れ
て

選
別
加
工
さ
れ
、
さ
ら
に
海
運
で
全
国
へ
運
ば
れ
て

い
っ
た
。

熊
野
川
町（
人
口
２
０
８
１
人
）は
そ
の
中
継
地

点
で
、
熊
野
川
が
最
も
壮
大
で
美
し
い
と
こ
ろ
。
今

は
木
材
問
屋
を
営
む
家
は
減
り
、
本
宮
町
の
熊
野
本

宮
大
社
や
湯
の
峰
温
泉
、
川
湯
温
泉
へ
の
観
光
客
が

通
過
す
る
町
に
な
っ
て
い
る
。私
も
そ
ん
な
一
人
で
、

道
の
駅
で
休
憩
し
た
り
熊
野
川
に
降
り
て
遊
ん
だ
こ

と
は
あ
る
が
、
町
が
北
西
部
に
か
け
て
広
大
な
森
林

を
持
ち
、
赤
木
川
や
和
田

川
沿
い
に
は
修
験
道
の
歴

史
を
持
つ
集
落
や
史
跡
が

点
在
し
て
い
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
。
熊
野
古
道

は
そ
ん
な
町
の
森
林
地
帯

の
中
を
東
北
に
、
熊
野
那

智
大
社
と
熊
野
本
宮
大
社

を
結
ん
で
い
る
道
。
さ
ら

に
熊
野
川
町
の
北
部
は
、

熊
野
川
を
渡
っ
て
奈
良
県
の
県
境
、
十
津
川
村
と
接

し
、
瀞
峡
近
く
に
は
飛
び
地
ま
で
あ
る
。

総
面
積
は
１
万
７
５
４
７
ha
、
そ
の
95
％
が
森
林

で
、
ほ
と
ん
ど
が
民
有
林
。
昔
か
ら
大
規
模
林
業
家

が
多
く
、
明
治
や
大
正
時
代
に
植
え
ら
れ
た
ス
ギ
や

ヒ
ノ
キ
の
巨
木
が
大
切
に
保
存
さ
れ
、
天
然
の
美
林

を
形
成
し
て
い
る
。

首
都
圏
か
ら
山
好
き
夫
婦
も
移
住

熊
野
川
町
森
林
組
合
事
務
所
は
熊
野
川
に
添
っ
て

走
る
国
道
１
６
８
号
の
道
沿
い
に
あ
り
、
隣
に
は
道

の
駅
が
あ
る
。
も
と
も
と
は
「
杉
っ
子
」
と
称
す
る

森
林
セ
ン
タ
ー
が
製
造
す
る
林
産
物
の
展
示
販
売
所

と
し
て
平
成
６
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
も
の
で
、
後
に

施
設
を
広
げ
て
食
べ
物
や
休
憩
所
の
あ
る
道
の
駅
に

な
っ
た
と
い
う
。
香
り
の
よ
い
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
や
ケ

ヤ
キ
、
ク
リ
材
等
の
盆
や
器
、
家
具
調
度
品
が
並
ん

で
い
る
な
か
に
熊
野
ス
ギ
で
作
っ
た
品
の
よ
い
箸
が

あ
っ
た
。

こ
れ
か
ら
森
林
作
業
員
が
働
く
山
へ
案
内
し
て
く

れ
る
と
い
う
田
中
多
喜
夫
参
事
が
や
っ
て
き
て
「
こ

の
箸
は
組
合
の
加
工
所
で
作
る
最
後
の
品
で
す
。
東

南
ア
ジ
ア
か
ら
安
い
箸
が
輸
入
さ
れ
る
の
で
採
算
が

合
わ
な
い
ん
で
す
。
輸
入
の
箸
は
防
除
剤
漬
け
に
な

っ
て
い
る
の
で
よ
く
な
い
ん
で
す
が
ね
―
」と
言
う
。

森
林
組
合
が
間
伐
材
の
活
用
と
熊
野
の
木
の
Ｐ
Ｒ
、

高
齢
者
の
雇
用
の
場
に
と
生
産
し
て
き
た
が
、
つ
い

に
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
。さ

て
、
ク
ル
マ
に
乗
っ
て
林
道
を
蛇
行
し
な
が
ら

登
っ
て
い
く
と
、
目
の
前
に
「
鼻
白
の
滝
」
が
現
わ

れ
た
。
樹
木
の
中
に
真
っ
白
に
輝
い
て
落
下
し
て
い

る
二
筋
の
滝
、遠
く
な
の
に
轟
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

滝
を
通
し
て
山
々
を
眺
め
る
と
、
か
な
り
の
急
斜
面

で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

若
者
た
ち
が
働
く
山
も
急
斜
面
で
、
ス
ギ
を
切
っ

た
あ
と
の
見
晴
し
の
よ
い
山
が
空
ま
で
続
い
て
い

る
。
人
影
が
見
え
な
い
の
は
、
山
の
て
っ
ぺ
ん
の
向

こ
う
側
で
作
業
し
て
い
る
か
ら
で
、
私
も
途
中
ま
で

登
る
こ
と
に
し
た
。
山
へ
入
る
作
業
員
が
足
場
を
確

保
す
る
た
め
に
石
や
丸
太
を
置
い
て
歩
き
や
す
く
な

っ
て
い
る
。

山
へ
来
る
途
中
、
田
中
参
事
が
森
林
組
合
で
採
用

し
て
い
る
新
規
就
労
者
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
れ

た
。そ

れ
に
よ
れ
ば
熊
野
川
町
で
は
、
緑
の
雇
用
担
い

手
育
成
で
21
名
、
緊
急
雇
用
で
18
名
、
合
計
39
名
の

雇
用
・
研
修
生
を
受
入
れ
て
お
り
、
う
ち
13
名
が
Ｉ

タ
ー
ン
、
26
名
が
地
元
採
用
だ
と
い
う
。

「
結
構
若
い
人
が
多
く
、
県
全
体
の
平
均
年
齢
が
38

歳
な
の
に
当
町
で
は
36
歳
で
す
。
主
な
山
仕
事
は
、

熊
野
古
道
の
整
備
を
含
め
て
、
い
ま
あ
る
針
葉
樹
天

然
林
の
育
成
と
間
伐
し
て
広
葉
樹
の
森
に
整
備
し
て

い
く
こ
と
で
、
担
い
手
育
成
雇
用
の
人
た
ち
が
間
伐

作
業
、
緊
急
雇
用
の
人
た
ち
が
広
葉
樹
の
森
づ
く
り

に
従
事
し
て
い
ま
す
」
と
田
中
参
事
。
つ
ま
り
、
担

い
手
雇
用
の
人
た
ち
は
採
用
２
、
３
年
以
上
の
経
験

豊
か
な
ベ
テ
ラ
ン
で
、
緊
急
雇
用
の
人
た
ち
は
１
年

目
の
「
緑
の
雇
用
事
業
」
採
用
の
新
人
た
ち
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
急
斜
面
で
は
広
葉
樹
の
森
林
育
成
を
め
ざ
し

て
お
り
、
10
数
人
が
従
事
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
森

林
作
業
を
め
ざ
し
て
夫
婦
で
働
い
て
い
る
人
が
い
る

と
い
う
の
で
、
急
斜
面
を
登
っ
た
。

森を案内してくれた田中参事

●紀州木の国の森林と地域を元気に　　3

熊野の森林を環境教育の場に
歴史と自然の豊かな熊野で働く　 和歌山県熊野川町

くまのがわちょう

古
く
か
ら
現
世
浄
土
を
求
め
て
多
く
の
人
々
が
参
詣
し
た

熊
野
。
木
の
国
紀
州
の
木
材
は
熊
野
川
に
い
か
だ
を
組
ん

で
輸
送
し
、
熊
野
川
町
は
そ
の
集
積
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
。

ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
美
林
の
中
に
は
熊
野
古
道
な
ど
の
史
跡

が
点
在
し
て
お
り
、
歴
史
ロ
マ
ン
と
壮
大
な
自
然
に
魅
せ

ら
れ
て
山
仕
事
を
し
た
い
と
都
市
か
ら
多
く
の
若
い
世
代

が
や
っ
て
く
る
。
ま
た
森
林
環
境
教
育
の
場
と
し
て
、
中

学
生
や
大
学
生
の
林
業
体
験
教
室
が
実
施
さ
れ
て
い
る
町

で
も
あ
る
。



そ
の
ご
夫
婦
は
響
谷
直

樹
さ
ん（
37
）と
妙
子
さ
ん

（
37
）。
埼
玉
県
八
潮
町
で

理
髪
店
を
経
営
し
て
い
た

が
、
田
舎
暮
し
に
憧
れ
て

お
り
、
Ｉ
・
Ｕ
タ
ー
ン
フ

ェ
ア
に
出
か
け
て
和
歌
山

県
の
緑
の
雇
用
事
業
の
こ

と
を
知
っ
た
。
店
を
た
た

み
昨
年
の
９
月
に
移
住
し

て
き
た
。「
４
人
の
子
供
が

い
ま
す
が
、
20
歳
と
18
歳

の
子
供
は
自
活
で
き
る
か

ら
と
母
に
頼
ん
で
残
し
、

16
歳
と
10
歳
の
娘
が
一
緒

に
来
ま
し
た
。
や
っ
と
念

願
の
民
家
も
借
り
る
こ
と

が
で
き
、
こ
こ
は
本
当
に

い
い
よ
と
言
う
も
の
だ
か

ら
、
来
年
は
母
も
残
っ
た

息
子
た
ち
も
来
て
山
仕
事

し
た
い
と
言
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
７
人
家
族
と
犬
２

匹
に
な
り
ま
す
」
と
妙
子

さ
ん
。「
紀
州
熊
野
は
自
然

が
ど
こ
よ
り
も
豊
か
で
歴
史
も
古
く
、
近
く
に
は
温

泉
も
沢
山
あ
っ
て
最
高
で
す
」
と
ご
主
人
も
言
う
。

二
人
と
も
仕
事
が
つ
ら
い
と
は
一
度
も
思
わ
な

い
、
毎
日
が
充
実
し
て
い
て
楽
し
い
と
笑
顔
い
っ
ぱ

い
に
語
っ
た
。「
新
人
な
が
ら
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
に

溢
れ
、若
い
人
の
よ
き
相
談
相
手
に
な
る
で
し
ょ
う
」

と
田
中
さ
ん
も
女
性
の
採
用
に
満
足
し
て
い
る
様
子

だ
。淵

名
和
明
さ
ん（
40
）は
新
潟
県
津
南
町
の
出
身
。

農
業
公
社
の
職
員
で
牧
場
経
営
を
担
当
し
て
い
た
。

野
菜
栽
培
を
す
る
の
が
夢
だ
っ
た
の
で
、
山
仕
事
に

慣
れ
て
き
た
ら
、
家
庭
菜
園
を
始
め
る
他
、
山
仕
事

を
し
な
が
ら
ミ
ツ
バ
チ
に
つ
い
て
も
研
究
を
重
ね
、

美
味
し
い
蜂
蜜
を
作
り
た
い
と
語
る
。
町
に
新
し
い

風
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
そ
う
な
頼
も
し
い
新
住
民
た

ち
だ
。

ス
ギ
を
切
っ
た
山
に
は
よ
く
見
る
と
い
ろ
い
ろ
の

木
が
生
え
て
い
る
。
ツ
バ
キ
、
ク
リ
、
ユ
ズ
リ
葉
、

サ
カ
キ
、
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
の
実
生
も
あ
る
。
作
業
員

は
こ
れ
ら
の
植
物
を
大
事
に
残
し
な
が
ら
下
草
を
刈

っ
て
い
た
。
や
が
て
こ
こ
は
多
様
な
広
葉
樹
の
森
に

な
る
だ
ろ
う
。

林
業
家
が
育
て
て
き
た
神
秘
の
森

田
中
参
事
が
「
森
林
環
境
教
育
の
場
に
見
学
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
る
ス
ギ
の
美
林
が
あ
り
ま
す
」
と
さ

ら
に
奥
地
へ
案
内
し
て
く
れ
た
。
一
般
に
人
里
離
れ

た
山
は
荒
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
木
の
国
紀

州
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
手
入
れ
さ
れ
て
き
た
森
が

多
く
、
や
が
て
鬱
蒼
と
し
た
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
巨
木

の
森
が
出
現
し
た
。
一
台
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
停
ま
っ

て
い
て
、
山
に
調
査
の
た
め
に
入
る
と
い
う
会
社
名

を
記
し
た
紙
を
貼
っ
て
い
る
。
会
社
名
は
浦
木
家
が

経
営
す
る
浦
島
観
光
の
関
連
会
社
。

こ
こ
は
地
元
の
大
規
模
林
業
家
の
一
つ
、
浦
木
家

が
代
々
育
成
、
間
伐
し
て
き
た
森
で
、
樹
齢
１
０
０

年
以
上
の
ス
ギ
の
中
に
若
い
樹
や
実
生
も
バ
ラ
ン
ス

よ
く
育
ち
、
樹
自
ら
が
つ
く
り
出
し
た
自
然
林
を
形

成
し
て
い
る
。
平
坦
な
土
地
で
、
太
陽
も
風
も
通
す

程
よ
い
明
る
さ
の
中
で
植
物
た
ち
が
共
生
し
て
お

り
、
青
少
年
が
見
学
す
る
場
と
し
て
も
最
高
だ
。

森
の
奥
へ
入
っ
て
い
く
と
浦
木
家
が
建
て
た
山
の

神
を
祭
る
小
さ
な
神
社
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
の
林
業

家
は
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
な
が
ら
木
々
を
育
て
、

神
々
の
宿
る
と
こ
ろ
と
し
て
敬
っ
て
き
た
の
だ
ろ

う
。
神
秘
的
で
天
に
届
く
ば
か
り
の
巨
木
に
は
山
の

神
が
宿
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

森
林
体
験
教
室
は
県
内
の
中
学
３
年
生
を
対
象
に

１
泊
２
日
で
行
わ
れ
、
測
量
か
ら
枝
打
ち
ま
で
本
格

的
に
作
業
を
体
験
実
習
さ
せ
て
い
る
。
同
教
室
は
熊

野
森
林
文
化
国
際
交
流
会
、
熊
野
森
林
学
習
推
進
協

会
が
実
施
し
、
田
中
参
事
が
理
事
長
等
を
努
め
て
い

る
た
め
、
指
導
で
大
忙
し
と
な
る
。
昨
年
で
５
回
目
、

毎
年
１
２
０
名
の
生
徒
を
受
入
れ
て
お
り
、
林
業
で

働
き
た
い
と
い
う
生
徒
が
増
え
て
き
た
と
い
う
。

・
熊
野
川
森
林
組
合
1
０
７
３
５（
44
）０
３
５
６

文
／
浅
井
登
美
子
　
カ
メ
ラ
／
小
林
　
恵

山林作業をする人たち。上段右端が淵名さん
夫婦で山仕事をする響谷さん夫妻

浦木家のスギ・ヒノキ林
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然
の
成
り
ゆ
き
と
し
て
選
び
ま
し
た
。
山
仕
事
で
食

べ
て
い
け
る
の
で
助
か
り
ま
す
」
と
い
う
。

ま
だ
独
身
、
趣
味
は
磯
釣
り
で
、
休
日
に
は
伊
勢

湾
へ
ク
ル
マ
を
飛
ば
す
と
言
う
。

間
も
な
く
フ
ォ
レ
ス
ト
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
と
描
か
れ

た
ク
ル
マ
が
到
着
し
た
。
昨
年（
２
０
０
３
年
）４
月

に
新
規
就
労
し
て
き
た
Ｉ
タ
ー
ン
の
青
年
た
ち
３
名

が
乗
っ
て
い
る
。

木
下
裕
一
さ
ん（
33
）は
三
重
県
出
身
の
元
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
。
本
人
の
希
望
も
あ
っ
た
が
、
宮
川
村
へ
の

移
住
に
は
奥
さ
ん
が
乗
り
気
だ
っ
た
と
い
う
。

大
野
弘
策
さ
ん（
33
）、
大
阪
市
出
身
。「
ず
っ
と

田
舎
暮
し
志
向
だ
っ
た
の
で
、
や
っ
と
夢
を
実
現
で

き
ま
し
た
」
と
語
り
、
一
戸
建
て
の
家
を
借
り
て
住

ん
で
い
る
。

剣
健
次
さ
ん（
32
）は
愛
知
県
津
島
市
の
出
身
。
子

ま
だ
夜
が
明
け
き
ら
な
い
晩
秋
の
午
前
７
時
前
、

村
の
中
心
部
か
ら
ク
ル
マ
で
約
40
分
の
久
豆（
く
ず
）

地
区
の
上
流
、
大
杉
橋
を
渡
っ
て
左
手
の
山
道
に
入

っ
た
空
き
地
に
若
者
が
乗
っ
た
ク
ル
マ
が
次
々
に
到

着
し
て
き
た
。
森
林
作
業
員
・
フ
ォ
レ
ス
ト
フ
ァ
イ

タ
ー
ズ
の
集
合
場
所
で
、
こ
れ
か
ら
１
時
間
30
分
か

け
て
標
高
１
０
０
０
ｍ
の
山
に
登
り
、
森
林
の
間
伐

作
業
を
行
う
。
山
の
て
っ
ぺ
ん
の
方
か
ら
作
業
す
る

の
で
、
現
在
は
往
復
に
時
間
が
か
か
り
、
帰
り
は
午

後
４
時
頃
に
１
時
間
か
け
て
下
山
、
作
業
は
２
ヶ
月

は
か
か
る
と
い
う
。

最
初
に
到
着
し
た
の
は
細
淵
清
さ
ん（
28
）。
山
作
業

に
行
く
ス
タ
イ
ル
と
は
思
え
な
い
恰
好
の
よ
さ
で
現

わ
れ
、
ピ
ン
ク
の
シ
ャ
ツ
の
上
に
作
業
用
の
チ
ョ
ッ

キ
を
は
お
り
、
山
歩
き
の
地
下
足
袋
に
履
き
替
え
た
。

「
僕
は
村
の
岩
井
地
区
の
出
身
。
家
が
林
業
農
家
で

父
親
は
今
も
山
で
働
い
て
い
ま
す
。
こ
の
仕
事
は
当

森
林
は
森
の
勇
者
た

　
フ
ォ
レ
ス
ト
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ

ち
が
保
全
す
る

美
し
い
森
と
清
流
が
村
づ
く
り
の
活
性
剤

Ｉ
タ
ー
ン
希
望
者
に
人
気

フ
ォ
レ
ス
ト
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ

地下足袋に履き替え
て山へ登る準備。後
ろが細渕さん
フォレストファイタ
ーズ総務担当の山中
さん

三
重
県

宮
川
村

み
や
が
わ
む
ら

森
林
と
清
流
を
生
か
し
て
４
つ
の
三
セ
ク
企
業
を
創
設
。

そ
の
一
つ
が
若
者
た
ち
が
働
く
林
業
会
社
フ
ォ
レ
ス
ト
フ

ァ
イ
タ
ー
ズ
。
彼
等
が
切
り
出
し
た
木
は
、
森
林
組
合
経

営
の
工
場
で
木
材
に
な
り
、（
株
）
Ｍ
Ｓ
Ｐ
で
住
宅
建
材
に

カ
ッ
ト
さ
れ
て
市
場
へ
と
い
う
構
想
。
他
に
村
の
木
や
食

材
を
贅
沢
に
使
っ
て
観
光
客
に
人
気
の
宿
泊
施
設
「
フ
ォ

レ
ス
ト
ピ
ア
」
や
、
地
域
住
民
が
営
む
食
品
加
工
セ
ン
タ

ー
、
日
本
一
美
味
し
い
水
の
商
品
化
な
ど
、
自
然
と
共
生

す
る
村
づ
く
り
は
着
々
と
実
を
結
び
、
Ｉ
・
Ｕ
タ
ー
ン
す

る
若
い
世
代
が
増
え
て
い
る
。

山
仕
事
を
担
う
フ
ォ
レ
ス
ト
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
を
中
心
に
取

材
し
た
。
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供
が
一
人
い
て
、
一
戸
建
て
の
家
を
借
り
て
い
る
。

「
家
賃
は
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
の
先
輩
の
仲
介
も
あ
っ
て

２
万
円
か
ら
２
万
５
０
０
０
円
ほ
ど
。
住
む
環
境
も

よ
く
仕
事
に
も
慣
れ
て
き
た
の
で
、
今
は
本
当
に
良

か
っ
た
と
充
実
し
た
毎
日
で
す
」
と
言
う
。

リ
ー
ダ
ー（
班
長
）は
小
椋
忠
さ
ん（
32
）。「
バ
リ

バ
リ
の
独
身
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
、
小
学

生
の
子
供
も
い
ま
す
。
村
営
住
宅
に
住
み
、
親
は
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
で
す
が
、
こ
の
会
社
が
出
来
た
時
誘
わ

れ
て
入
社
し
ま
し
た
。
班
長
と
し
て
は
、
安
全
第
一
、

一
日
の
作
業
の
ノ
ル
マ
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
遅

い
グ
ル
ー
プ
を
協
力
し
あ
っ
て
作
業
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
」

こ
の
日
山
頂
近
く
の
保
安
林
で
作
業
す
る
メ
ン
バ

ー
は
11
人
。
間
伐
用
の
機
器
は
現
場
に
置
い
て
あ
る

の
で
、
各
々
弁
当
な
ど
入
れ
た
リ
ュ
ッ
ク
の
軽
装
に

地
下
足
袋
、
軍
手
を
着
用
し
て
、
足
早
に
山
の
中
に

消
え
て
い
っ
た
。
多
少
の
雨
で
も
作
業
は
続
行
す
る

と
い
う
。

こ
の
地
区
の
上
に
は
貯
水
用
の
宮
川
ダ
ム
が
あ

り
、
作
業
す
る
森
は
個
人
の
所
有
だ
が
、
手
入
れ
の

遅
れ
て
い
る
森
が
多
い
。
特
に
山
の
山
頂
付
近
の
林

道
か
ら
遠
い
人
工
林
は
手
入
れ
さ
れ
て
お
ら
ず
フ
ォ

レ
ス
ト
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
の
若
い
力
が
発
揮
さ
れ
る
森

で
あ
る
。

フ
ォ
レ
ス
ト
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
は「
森
の
勇
士
た
ち
」

の
意
味
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
、
平
成
５
年
10
月
に
三
セ

ク
の
林
業
会
社
と
し
て
設
立
し
た
。
資
本
金
２
０
０

０
万
円
は
村
が
１
５
５
０
万
円
、残
り
を
森
林
組
合
、

Ｊ
Ａ
、
林
家
20
戸
が
出
資
、
森
林
作
業
員
の
雇
用
確

保
・
若
返
り
を
は
か
り
な
が
ら
、
森
林
の
適
正
な
管

理
育
成
を
行
っ
て
い
る
。

社
員
は
当
初
３
名
で
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
毎
年
２

〜
５
名
を
新
規
採
用
し
、
現
在
17
名（
地
元
採
用
７

名
、
Ｕ
タ
ー
ン
３
名
、
Ｉ
タ
ー
ン
７
名
）の
３
班
体

制
で
活
動
、平
均
年
齢
は
35
・
７
歳
と
な
っ
て
い
る
。

通
年
雇
用
、
週
休
２
日
制
、
各
種
保
険
に
も
加
入
、

研
修
会
等
へ
の
参
加
も
推
進
し
て
い
る
の
で
、
最
近

は
就
労
を
希
望
し
て
く
る
人
が
大
変
多
く
な
っ
た
。

同
社
の
林
業
活
動
は
、
植
林，
下
刈
り，
除
間
伐，

枝
打
ち
が
主
で
あ
り
、
公
共
事
業
が
主
要
な
受
注
事

業
で
あ
る
。

事
務
所
は
森
林
組
合
や（
株
）Ｍ
Ｓ
Ｐ
の
工
場
が
あ

る
小
切
畑
地
区
の
一
角
に
あ
り
、
山
中
操
総
務
担
当

が
作
業
の
手
配
や
資
料
づ
く
り
、
林
農
家
や
村
県
等

の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
た
。
山
中
さ
ん
も
平
成
８
年
に

松
坂
市
か
ら
山
仕
事
を
し
た
い
と
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き

た
一
人
だ
が
、
２
年
前
に
総
務
担
当
に
配
属
さ
れ
た
。

「
現
在
は
村
有
林
の
施
業
を
中
心
と
し
た
公
共
事
業

や
補
助
事
業
が
中
心
で
す
が
、
後
継
者
不
足
か
ら
手

入
れ
の
遅
れ
た
森
林
を
整
備
す
る
た
め
に
努
力
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
社
員
は
あ
と
数
名
、
20
名

体
制
に
よ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
集
団
を
め
ざ
し

て
い
ま
す
。
僕
も
本
当
は
ま
た
山
の
現
場
に
戻
り
た

い
で
す
ね
」
と
山
中
さ
ん
は
語
っ
て
い
た
。

宮
川
村（
人
口
３
９
７
３
人
）は
三
重
県
の
中
西
部

に
位
置
し
、
県
下
で
最
も
広
い
３
万
７
５
４
ha
の
面

積
を
持
つ
村
。
森
林
面
積
が
96
％
を
占
め
、
全
域
が

吉
野
熊
野
国
立
公
園
、
奥
伊
勢
宮
川
峡
県
立
公
園
に

属
し
、
緑
豊
か
な
自
然
と
渓
谷
美
を
誇
っ
て
い
る
。

平
成
３
年
と
14
年
に
国
土
交
通
省
の
一
級
河
川
の
水

質
調
査
で
日
本
一
に
選
ば
れ
た
。

尾
上
武
義
村
長
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
く
れ

る
と
い
う
の
で
役
場
へ
出
か
け
た
。
10
時
に
は
津
市

ま
で
行
く
過
密
日
程
の
中
、
８
時
に
は
登
庁
し
て
公

務
に
当
た
っ
て
い
た
。

「
当
村
に
は
地
域
の
自
然
環
境
を
生
か
し
た
特
殊
法

人
、
三
セ
ク
の
企
業
が
４
社
あ
り
、
10
年
間
に
従
業

員
が
１
５
０
人
を
超
え
ま
し
た
。
フ
ォ
レ
ス
ト
フ
ァ

イ
タ
ー
ズ
の
場
合
は
県
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
社
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
が
、
昨
年
採
用
し
た
３
人
の
30
才

美
し
い
自
然
環
境
と
山
林
資
源
を

ま
る
ご
と
地
場
産
業
に
生
か
す

左から大野さん、班長の小椋さん、剣さん、木下さん
1時間半かけて作業する森林へ出発

元気な森の担い手がいる山仕事の先進地①



前
後
の
男
性
の
場
合
は
、
奥
さ
ん
た
ち
が
村
へ
の
移

住
に
熱
心
で
”ぜ
ひ
採
用
し
て
欲
し
い
“と
お
手
紙
を

い
た
だ
い
た
ほ
ど
で
す
。
上
真
手
区
に
は
13
棟
の
若

者
住
宅
や
10
区
画
の
分
譲
住
宅
な
ど
が
あ
り
ま
す

が
、
今
後
は
住
宅
の
確
保
が
課
題
で
す
。
最
近
は
共

同
住
宅
は
歓
迎
さ
れ
ず
、
ま
た
新
住
民
が
一
ケ
所
に

固
ま
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
の
で
、
役
場
の
担
当
者

に
は
空
家
を
探
す
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
空
い
て

い
て
も
盆
暮
れ
に
帰
宅
す
る
、
知
ら
な
い
人
に
は
貸

さ
な
い
と
い
う
人
が
多
い
の
で
、
そ
れ
を
何
と
か
し

て
い
き
た
い
と
職
員
に
言
っ
て
い
ま
す
。

山
で
働
く
の
は
甘
く
な
い
。
朝
６
時
に
家
を
出
て

山
で
コ
チ
コ
チ
の
弁
当
を
食
べ
る
、
体
力
も
い
り

ま
す
。
で
も
採
用
し
た
人
は
、
足
腰
を
悪
く
し
て

辞
め
た
一
人
を
除
い
て
皆
元
気
に
こ
れ
か
ら
も
働

き
た
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
一
年
も
経
つ
と
親
な

ど
か
ら
”逞
し
く
な
っ
て
思
い
や
り
の
あ
る
子
に
な

っ
た
“と
感
謝
の
便
り
が
き
ま
す
」

三
セ
ク
に
よ
る
村
お
こ
し
は
前
村
長
の
時
、
ふ
る

さ
と
創
生
資
金
の
１
億
円
を
ど
う
活
用
す
る
か
で
村

民
と
話
し
合
っ
た
時
に
「
こ
こ
は
昔
か
ら
伊
勢
湾
か

ら
鮎
が
上
が
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
か
ら
も
川

と
森
を
守
っ
て
い
き
た
い
」
と
い
う
意
見
が
多
か
っ

た
。
そ
こ
で
１
億
円
に
２
億
円
を
足
し
て
積
立
て
、

そ
の
利
子
で
運
営
し
よ
う
と
三
セ
ク
の
林
業
会
社
等

を
発
足
し
た
。

「
フ
ォ
レ
ス
ト
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
が
切
り
出
し
た
木
は

森
林
組
合
で
製
材
、
Ｍ
Ｓ
Ｐ
が
プ
レ
カ
ッ
ト
し
て
住

宅
建
材
と
し
て
活
用
す
る
と
い
う
構
想
で
す
。﹇
森

の
番
人
﹈
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
の
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ウ
ォ

ー
タ
ー
を
生
産
す
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は

林
業
振
興
を
め
ざ
し
た
宮
川
ス
ト
ー
リ
ー
。

県
も
当
村
を
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
公
益
的
機
能
重

視
の
森
林
整
備
に
助
成
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
県
が
８
割
、
村
が
２
割
を
負
担
し
て
５
３
０

０
ha
の
山
を
20
年
間
に
わ
た
っ
て
整
備
し
て
い
く
と

い
う
森
林
環
境
創
造
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」

14

「森の番人」ナチュラルウォーター
と案内してくれた大原かすみさん

フォレストピアは中央に宿泊施設
「宮川山荘」(天然温泉付き)があり、
広い緑地の周辺にはコテージ、各種
体験教室を行う森の国工房、陶芸工
房、テニスコート、わんぱく広場、
ふれあい農園などがある
（株）ＭＳＰの工場と作業風景

宮川村の新しい顔、上真手地区。分譲地、村営住宅サンシャインヒル
等、若い世帯やＩターン者に人気がある街になっている
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「
日
本
で
一
番
美
し
い
村
づ
く
り
」
を
め
ざ
す
宮
川

村
で
は
、全
地
区
に
下
水
道
と
合
併
浄
化
槽
を
整
備
、

学
校
や
公
共
施
設
、
バ
ス
停
や
ゴ
ミ
ボ
ッ
ク
ス
な
ど

は
地
元
の
間
伐
材
の
有
効
利
用
を
図
っ
て
い
る
。
一

個
数
十
万
円
す
る
バ
ス
停
は
も
っ
た
い
な
い
と
い
う

人
も
い
る
が
、
水
の
里
に
鉄
板
は
な
い
で
し
ょ
う
と

い
う
の
が
村
長
の
意
見
。

清
流
の
里
と
し
て
知
名
度
を
高
め
て
か
ら
は
「
フ

ォ
レ
ス
ト
ピ
ア
」
の
宿
泊
者
も
多
く
な
り
、
こ
だ
わ

り
の
木
造
施
設
と
手
作
り
家
具
、
ホ
ッ
ト
な
サ
ー
ビ

ス
に
加
え
て
本
格
的
な
フ
ラ
ン
ス
料
理
が
人
気
。

「
フ
ォ
レ
ス
ト
ビ
ア
」
の
開
設
に
は
県
内
外
か
ら
株

主
と
し
て
57
名
の
出
資
が
あ
り
、
ま
た
支
配
人
は
開

館
一
年
前
に
採
用
し
て
運
営
に
当
初
か
ら
参
画
さ
せ

た
。
ま
た
隣
接
す
る
「
森
の
国
工
房
」
に
は
地
元
園

地
区
の
住
民
86
名
が
「
い
き
い
き
夢
倶
楽
部
」
と
し

て
参
加
し
、
農
産
物
の
加
工
、
ふ
れ
あ
い
農
園
の
運

営
、
施
設
の
清
掃
管
理
等
を
請
け
負
っ
て
い
る
。

今
後
の
村
づ
く
り
に
つ
い
て
尾
上
村
長
は
「
グ
リ

ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
宮
川
と
し
て
、
農
林
業
体
験
ツ
ア

ー
や
交
流
事
業
を
推
進
し
て
い
き
た
い
。
村
内
を
５

地
区
に
分
け
て
地
区
の
人
に
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
自
然
と
触
れ
る
こ
と
で
命
の

尊
さ
を
学
び
、
心
が
癒
さ
れ
、
人
と
し
て
の
感
性
が

豊
か
に
な
る
村
に
し
た
い
。
環
境
学
習
で
は
大
杉
谷

自
然
学
校
が
あ
り
３
人
の
専
門
家
が
研
修
に
当
た
っ

て
い
ま
す
。
今
後
も
青
少
年
の
環
境
学
習
の
場
と
し

て
地
域
の
人
も
参
加
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」
と
語
っ
た
。

宮
川
の
源
流
・
大
台
山
系
に
は
良
質
な
ス
ギ
・
ヒ

ノ
キ
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
製
材
・
乾
燥
し
た
あ
と
プ

レ
カ
ッ
ト
さ
れ
て
木
造
住
宅
建
材
と
し
て
高
い
評
価

を
得
て
い
る
。
熊
野
、
松
坂
を
結
ぶ
国
道
42
号
線
か

ら
西
へ
向
か
い
宮
川
村
へ
入
る
と
間
も
な
く
、
こ
れ

ら
の
木
材
加
工
施
設
を
集
積
し
た
工
業
団
地
が
あ

る
。
敷
地
面
積
は
１
万
㎡
、
各
工
場
は
近
代
的
な
設

備
を
誇
り
、
短
期
間
に
省
力
化
し
て
高
精
度
な
木
工

品
を
納
品
し
て
い
る
。

（
株
）Ｍ
Ｓ
Ｐ
は
３
つ
の
工
場
と
素
材
保
管
庫
、

管
理
棟
な
ど
建
物
面
積
だ
け
で
５
０
０
０
㎡
あ
り
、

従
業
員
は
20
名
。
建
築
現
場
の
要
望
に
合
わ
せ
て
カ

ッ
ト
す
る
木
材
は
す
べ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
た
加

工
機
で
自
動
作
業
。
高
品
質
な
構
造
材
、
羽
柄
材
を

加
工
し
て
い
る
が
、最
近
は
ス
ギ
、ヒ
ノ
キ
に
よ
る
床

や
壁
パ
ネ
ル
加
工
の
注
文
も
増
え
て
い
る
と
言
う
。

大
台
ガ
原
の
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
商
品
化

し
た
「
森
の
番
人
」
は
、
最
も
美
し
い
川
、
宮
川
を

村
お
こ
し
の
資
源
に
し
た
い
と
い
う
若
者
た
ち
の
熱

意
で（
有
）森
と
水
を
守
る
会（
フ
ォ
レ
ス
ト
キ
ー
パ

ー
ズ
）が
平
成
３
年
に
設
立
さ
れ
、「
森
の
番
人
」
の

製
造
販
売
を
は
じ
め
た
。
年
間
４
０
０
０
㎜
の
雨
が

降
る
大
台
ヶ
原
。
雨
は
原
生
林
の
樹
海
に
深
く
浸
透

し
、
宮
川
の
山
中
に
湧
き
出
る
。
こ
れ
を
１
２
０
度

で
熱
ろ
過
し
た
も
の
で
、
森
が
育
て
た
粒
子
の
細
か

い
甘
味
の
あ
る
ま
ろ
や
か
な
天
然
水
。
阪
神
大
地
震

時
に
無
償
提
供
し
た
こ
と
が
Ｐ
Ｒ
に
も
つ
な
が
り
、

全
国
か
ら
注
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
社
長
の
門
野

正
信
さ
ん
と
４
人
の
社
員
が
従
事
し
、
事
務
所
は
宮

川
流
域
を
保
全
し
て
い
く
た
め
の
活
動
拠
点
に
も
な

っ
て
い
る
。

・
宮
川
村
産
業
課
1
０
５
９
８（
76
）１
７
１
１

文
／
浅
井
登
美
子
　
カ
メ
ラ
／
小
林
　
恵

自然を再生して生物多様性の
国土を　　2002年地球サミット
地球上にはヒトも含めて夥しい種類の生き物が互い

に関わりながら生きているが、人間活動の強い影響で
多くの生物が絶滅の危機にさらされ、自然も失われつ
つある。2002年京都市で開催された地球サミットでは
６年前に策定された前戦略を見直し、一層実践的な行
動計画としての性格を持たせた。自然との共生に対す
る意識は高まってきたが、危機そのものはさらに深刻
になっており、特に３つの危機が指摘されている。

第一は、開発や乱獲により豊かな自然が従来以上に
失われていること。第二は伝統的な農業や生活と関わ
る自然への働きかけが無くなり、里山や田園の自然の
手入れが不十分で変質していること。日本でも過疎化
等により地域特有の伝統的営みや自然が失われつつあ
る。第三の危機は日本の自然になじまない新たな生物、
外来種、自然界には存在しなかった化学物質がもたら
している危機。身近にいた動植物、メダカ、タガメ、
キキョウ、フジバカマまでが絶滅の危機にさらされて
いる。そのためにも森と里山の再生と、人々の自然や
地域に対する関心と取り組みが一層求められている。

宮
川
ブ
ラ
ン
ド
を
全
国
へ

さらなる夢を語る尾上村長
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諸
塚
村
に
は
高
校
が
な
い
の
で
中
学
を
卒
業
す
る

と
、
全
員
が
一
旦
は
村
を
出
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

彼
ら
が
、
も
う
一
度
村
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
受
け
入
れ
て
く
れ
る
ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
と

い
う
職
場
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

作
業
班
の
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
甲
斐
伸
吾
さ
ん

（
32
）は
、
ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
の
前
身
で
あ
る
国
土

保
全
森
林
作
業
隊
が
創
立
さ
れ
た
平
成
２
年
に
高
校

新
卒
で
就
職
し
た
５
人
の
う
ち
の
１
人
だ
。

「
村
に
帰
っ
て
働
き
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

中
学
時
代
ま
で
見
て
き
た
村
の
祭
り
や
青
年
団
の
活

動
が
楽
し
そ
う
だ
っ
た
し
、
家
の
手
伝
い
で
山
の
仕

事
に
は
馴
染
み
が
あ
っ
た
か
ら
。
自
分
は
三
男
じ
ゃ

村
内
に
職
場
が
出
来
た

九
州
中
央
山
地
に
位
置
す
る
宮
崎
県
諸
塚
村
に

は
、
三
つ
の
尾
根
を
隔
て
て
村
内
88
カ
所
に
も
及
ぶ

集
落
が
点
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
集
落
を
つ
な
い
で
網

の
目
状
に
走
る
林
道
か
ら
見
下
ろ
せ
ば
、
村
自
慢
の

モ
ザ
イ
ク
林
相
が
眼
下
に
広
が
る
。
村
面
積
の
95
％

が
山
林
、
宅
地
は
わ
ず
か
に
１
％
。
戦
後
の
拡
大
造

林
の
際
、
先
人
た
ち
が
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
針
葉
樹
と

シ
イ
タ
ケ
の
原
木
と
な
る
ク
ヌ
ギ
、
ナ
ラ
を
混
交
し

て
植
樹
し
た
山
々
だ
。

成
崎
孝
孜
諸
塚
村
長
が
理
事
長
を
務
め
る（
財
）ウ

ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
の
朝
は
早
い
。出
勤
は
午
前
７
時
半
、

事
務
所
で
一
日
の
作
業
を
確
認
し
て
か
ら
、
各
作
業

班
に
分
か
れ
て
現
場
へ
向
か
う
。

林
産
部
門
の
若
者
５
人
が
乗
っ
た（
財
）ウ
ッ
ド
ピ

ア
諸
塚
の
白
い
ワ
ゴ
ン
車
が
、
舗
装
の
な
い
急
坂
の

林
道
を
あ
え
ぎ
な
が
ら
上
っ
た
。
今
日
は
、
昨
日
切

り
出
し
て
お
い
た
シ
イ
タ
ケ
の
原
木
ナ
ラ
を
ト
ラ
ッ

ク
で
積
み
出
す
作
業
だ
。

晩
秋
の
朝
の
光
は
、
明
暗
を
く
っ
き
り
と
際
だ
た

せ
、山
の
連
な
る
風
景
を
ひ
と
き
わ
輝
い
て
見
せ
る
。

現
場
に
着
く
と
、
特
に
打
ち
合
わ
せ
も
な
く
一
斉
に

仕
事
が
始
ま
っ
た
。
見
原
敬
子
さ
ん（
24
）が
、
原
木

を
２
メ
ー
ト
ル
の
尺
棒
で
測
っ
て
、
チ
ョ
ー
ク
で
記

し
を
付
け
る
側
か
ら
、
山
塚
嘉
也
さ
ん（
30
）と
西
田

秀
幸
さ
ん（
31
）が
、
チ
ェ
ン
ソ
ー
で
長
さ
を
揃
え
て

切
り
落
と
し
て
い
く
。
３
人
と
も
諸
塚
村
で
生
ま
れ

育
ち
、
高
校
新
卒
で
ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
に
就
職
し
て

い
る
。

モザイク林相の諸塚村の山

「
俺
た
ち
の
村
諸
塚
」

山
仕
事
も
里
仕
事
も（
財
）
ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
で

材産部門作業班。この日は
しいたけの原木の切り出し

宮
崎
県

諸
塚
村

も
ろ
づ
か
そ
ん
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け
ど
帰
っ
て
き
た
。
長
男
と
次
男
は
、
高
校
の
林
業

科
を
出
た
け
ど
帰
っ
て
な
い
ん
で
す
」

作
業
班
そ
の
も
の
が
幼
な
じ
み
の
集
団
で
も
あ

る
。
甲
斐
さ
ん
の
親
し
み
を
込
め
た
大
き
な
声
が
谷

間
に
響
く
。

「
秀
幸
、
そ
の
太
て
え
や
つ
を
、
２
メ
ー
タ
ー
で
こ

ぎ
っ
ち
ょ
け
」

村
の
仕
事
は
何
で
も
す
る

林
産
部
門
の
仕
事
は
、
地
こ
し
ら
え
、
苗
木
の
植

え
付
け
、
下
刈
り
、
間
伐
、
皆
伐
、
搬
出
、
作
業
道

の
開
設
管
理
、
公
園
の
草
刈
り
、
シ
イ
タ
ケ
の
原
木

採
り
、
田
植
え
、
稲
刈
り
な
ど
、
村
民
が
し
て
い
る

仕
事
は
お
よ
そ
全
て
廻
っ
て
く
る
。

出
勤
日
は
、
役
場
の
公
務
員
と
同
じ
。
土
日
祭
日

は
休
み
。
雨
降
り
で
も
、
平
日
は
仕
事
に
出
る
。
職

員
待
遇
も
地
方
公
務
員
に
準
じ
て
い
る
。

平
成
２
年
に
第
三
セ
ク
タ
ー
と
し
て
国
土
保
全
森

林
作
業
隊
の
活
動
は
始
ま
っ
た
。
平
成
７
年
に
は
、

財
団
法
人
ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
と
し
て
新
た
に
組
織
化

さ
れ
、
現
在
は
22
人
の
隊
員
が
、
林
産
部
門
の
他
に

カ
マ
茶
部
門
、
畜
産
部
門
、
物
産
直
販
部
門
で
働
い

て
い
る
。

ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
の
尾
形
正
夫
参
事
（
65
）
は
、

経
営
の
厳
し
さ
を
補
う
だ
け
の
存
在
価
値
が
あ
る
と

言
う
。

「
林
産
部
門
で
、
経
営
が
難
し
い
の
は
事
前
か
ら
承

知
し
て
い
ま
し
た
。
赤
字
を
補
填
す
る
た
め
に
始
め

た
カ
マ
茶
部
門
は
黒
字
。
畜
産
の
林
間
放
牧
は
、
下

刈
り
の
手
間
を
省
き
肥
料
の
軽
減
に
な
る
。
経
営
的

に
若
干
不
足
は
あ
る
が
徐
々
に
上
向
い
て
い
る
。
物

産
直
販
は
、シ
イ
タ
ケ
が
毎
年
伸
び
て
き
て
い
る
が
、

現
在
は
少
し
村
か
ら
補
助
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
赤

字
の
林
産
部
門
に
し
て
も
、
下
請
け
料
金
は
、
村
民

の
利
益
を
考
え
て
設
定
し
て
い
る
の
で
、
目
に
見
え

な
い
恩
恵
が
村
民
に
は
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
」

シ
イ
タ
ケ
の
原
木
を
積
み
出
す
作
業
は
、
ほ
と
ん

ど
儲
け
に
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸

塚
に
廻
っ
て
く
る
の
だ
。

「
自
分
た
ち
で
山
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ド

が
喜
び
で
す
」
と
、
甲
斐
伸
吾
さ
ん
。

昼
食
に
な
る
と
、
５
人
が
林
道
の
思
い
思
い
の
場

所
に
腰
を
降
ろ
し
、
め
ん
ぱ
弁
当
を
取
り
出
し
た
。

め
ん
ぱ
は
、
そ
ぎ
板
を
使
っ
た
こ
の
地
方
独
特
の
伝

統
工
芸
品
。
作
業
班
の
誰
も
が
、
村
の
暮
ら
し
に
馴

染
ん
で
い
る
の
が
分
か
る
と
い
う
も
の
だ
。

黒
木
哲
也
さ
ん（
40
）は
、
ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
に

就
職
し
て
ま
だ
４
年
。
以
前
は
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
で
畜
産

の
仕
事
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
故
郷
の
ウ
ッ
ド
ピ

ア
諸
塚
に
畜
産
セ
ン
タ
ー
が
で
き
る
と
い
う
の
で

「
僕
に
や
ら
せ
て
下
さ
い
」
と
、
抱
負
を
抱
い
て
村

に
帰
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
事
情
が
あ
っ
て
現
在

は
林
産
部
門
で
仕
事
を
し
て
い
る
。
畜
産
に
こ
だ
わ

る
黒
木
さ
ん
に
し
て
み
れ
ば
、
村
に
帰
っ
て
き
た
こ

と
に
「
少
し
は
後
悔
も
あ
る
」。
万
全
と
い
う
訳
に

は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

ク
レ
ー
ン
車
や
チ
ェ
ン
ソ
ー
の
エ
ン
ジ
ン
音
が
止

ま
っ
た
昼
休
み
。
風
の
音
と
鳥
の
声
だ
け
が
目
の
前

に
広
が
る
モ
ザ
イ
ク
林
相
の
谷
を
渡
っ
て
い
く
。

午
後
か
ら
は
、
ア
カ
マ
ツ
を
切
り
出
す
現
場
へ
向

か
っ
た
。
林
道
か
ら
眺
め
て
い
る
時
に
は
、
た
い
し

た
斜
面
に
見
え
な
か
っ
た
が
、
伐
採
し
て
い
る
現
場

は
立
っ
て
い
る
の
が
精
一
杯
の
急
斜
面
。

山
本
浩
司
さ
ん（
28
）が
直
径
30
セ
ン
チ
ほ
ど
の

ア
カ
マ
ツ
に
チ
ェ
ン
ソ
ー
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い

た
。
下
か
ら
４
、
上
か
ら
６
の
割
合
で
刃
を
入
れ
る
。

山
本
さ
ん
は
、
何
度
も
梢
を
見
上
げ
た
。
チ
ェ
ン
ソ

ー
の
エ
ン
ジ
ン
音
が
一
段
と
高
く
な
る
の
と
同
時

に
、
す
っ
と
幹
が
傾
く
。
ド
ド
ッ
と
地
響
き
を
立
て

て
ア
カ
マ
ツ
が
崩
れ
落
ち
た
。

彼
は
20
歳
ま
で
、
大
阪
の
ホ
テ
ル
で
板
前
修
行
を

し
て
い
た
。
職
場
で
朝
食
の
準
備
中
に
、
あ
の
阪
神

大
震
災
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

「
し
ば
ら
く
は
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い

上／山塚嘉也さん　下／西田秀行さん

上／見原敬子さん　下／田中秀昭さん

上／山本浩司さん　下／黒木哲也さん

元気な森の担い手がいる山仕事の先進地②
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て
、
仕
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
休
暇
を
と
っ
て
村
に

帰
っ
て
き
て
い
る
時
、
隣
家
の
甲
斐
伸
吾
く
ん
に
誘

わ
れ
て
、
ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
に
就
職
す
る
こ
と
に
な

っ
て
。
自
分
は
長
男
じ
ゃ
か
ら
、
い
ず
れ
は
帰
っ
て

く
る
は
ず
だ
っ
た
け
ど
。
今
思
え
ば
、
早
く
帰
っ
て

き
て
良
か
っ
た
で
す
わ
」

「
夏
場
の
下
刈
り
が
一
番
堪
え
る
。
最
初
、
皆
が
一

生
懸
命
働
く
も
ん
じ
ゃ
か
ら
、
自
分
も
一
緒
に
や
っ

て
い
る
う
ち
に
、
目
の
前
が
真
っ
白
く
な
っ
て
、
分

か
ら
ん
よ
う
に
な
っ
て
で
す
ね
。
脱
水
症
状
で
病
院

ま
で
運
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ
と
で
す
よ
」

夕
暮
れ
近
く
な
っ
て
、
シ
イ
タ
ケ
団
地
の
甲

斐

昭
さ
ん（
47
）と
美
保
子（
43
）夫
妻
を
訪
ね
た
。

一
棟
に
２
５
０
０
本
の
ほ
だ
木
。
発
生
棟
が
２
棟
、

休
養
棟
が
１
棟
。
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
朝
夕
収
穫
す
る
。

「
市
場
に
出
す
頃
は
、
単
価
計
算
が
で
き
な
い
の
で

収
入
は
不
安
定
で
し
た
。
５
年
前
に
シ
イ
タ
ケ
団
地

が
で
き
て
収
量
が
安
定
し
ま
し
た
の
で
、
今
は
、
単

価
を
決
め
ら
れ
る
ス
ー
パ
ー
と
契
約
し
て
い
ま
す
。

以
前
は
、
干
し
シ
イ
タ
ケ
で
し
た
が
、
食
え
ん
も
ん

で
日
雇
い
に
行
っ
て
ま
し
た
。
安
定
し
た
収
量
が
あ

る
と
い
う
の
が
大
事
な
ん
で
す
」

諸
塚
の
材
は
諸
塚
の
文
化
だ

諸
塚
村
が
林
業
立
村
の
基
幹
と
位
置
づ
け
る
木

材
、
シ
イ
タ
ケ
、
茶
、
牛
は
、
山
が
多
様
で
豊
か
で

な
け
れ
ば
育
た
な
い
産
業
だ
。

「
し
い
た
け
の
館
21
」
の
矢
房
孝
広
館
長（
41
）は
、

諸
塚
村
の
山
が
豊
か
で
あ
る
の
は
、
諸
塚
方
式
自
治

公
民
館
活
動
が
あ
る
か
ら
だ
と
言
う
。

「
諸
塚
の
山
は
人
工
林
率
が
86
％
。
そ
れ
も
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
の
針
葉
樹
が
７
割
、
シ
イ
タ
ケ
の
原
木
と
な

る
ク
ヌ
ギ
と
ナ
ラ
が
３
割
の
モ
ザ
イ
ク
林
相
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
お
か
げ
で
、
水
源
涵
養
、
水
質
保

全
と
小
動
物
の
生
息
地
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
に
う
ち
に
は
奥
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
村

内
に
88
の
集
落
が
分
散
し
て
い
る
。
村
内
に
は
、
16

の
自
治
公
民
館
が
あ
り
、
村
行
政
と
車
の
両
輪
と
し

て
、
対
等
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
山
を
守
る
に

は
良
い
組
織
で
す
。
集
落
を
守
る
こ
と
は
山
を
守
る

こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
」

一
般
論
で
言
え
ば
、
集
落
の
分
散
は
行
政
効
率
が

悪
い
と
嫌
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て

「
山
を
守
る
の
に
都
合
が
良
い
」
と
、
考
え
る
と
こ

ろ
が
山
で
生
き
る
諸
塚
村
で
あ
る
。

諸
塚
村
の
村
お
こ
し
の
基
本
方
針
の
一
つ
に
「
森

の
恵
み
を
永
続
的
に
活
用
し
、
今
後
と
も
林
業
を
地

域
経
営
の
柱
に
し
つ
つ
も
交
流
人
口
の
誘
致
を
図

り
、
林
業
と
交
流
産
業
を
中
心
と
し
た
複
合
経
営
を

行
う
こ
と
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

そ
の
具
体
的
な
試
み
が
、
諸
塚
村
産
直
住
宅
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。平
成
８
年
か
ら
村
が
取
り
組
み
、

現
在
ま
で
に
55
棟
の
実
績
を
あ
げ
て
い
る
。

「
し
い
た
け
の
館
21
」
の
矢
房
館
長
が
、
産
直
住
宅

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
も
務
め
る
。

「
諸
塚
の
材
は
、
単
な
る
建
築
材
料
で
は
な
く
諸
塚

の
文
化
な
ん
で
す
よ
。市
場
に
出
し
て
し
ま
っ
た
ら
、

他
の
材
と
混
じ
っ
て
特
徴
は
見
え
な
く
な
る
。
施
主

と
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
が
一
番
い
け
な
い
」
と
、

昼食にはめんぱ弁当を開げる

「しいたけの館21」展示
室と88集落コーナー（下）
諸塚木材加工センター

しいたけ栽培団地
下／甲斐 昭･美保子夫妻
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が
、
諸
塚
村
の
山
で
あ
る
。

「
俺
た
ち
の
村
、
諸
塚
」
と
、
誇
り
を
持
っ
て
山
で

働
く
若
者
が
支
え
る
村
で
あ
る
。

・
諸
塚
村
産
業
課
1

０
９
８
２（
65
）１
１
１
１

・「
し
い
た
け
の
館
」
1

０
９
８
５（
65
）０
１
７
８

文
・
カ
メ
ラ
／
芥
川
仁

よ
。
こ
れ
や
っ
た
ら
娘
も
嫁
に
い
か
ん
と
言
う
か
も

知
れ
ん
。
子
供
部
屋
が
一
番
ぜ
い
た
く
や
な
」

手
を
伸
ば
し
て
梁
に
触
れ
、
床
に
寝
て
み
て
、

「
触
っ
た
感
じ
の
温
か
さ
が
違
い
ま
す
ね
」

最
後
に
、葉
枯
ら
し
自
然
乾
燥
の
現
場
を
訪
ね
た
。

ス
ギ
を
伐
採
す
る
際
、梢
を
斜
面
の
上
に
し
て
倒
し
、

そ
の
ま
ま
３
、４
カ
月
乾
燥
さ
せ
る
方
法
で
、
伐
採

の
技
術
を
必
要
と
す
る
。
根
元
を
切
ら
れ
て
も
、
ス

ギ
は
葉
か
ら
水
分
を
出
し
続
け
て
乾
燥
を
早
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
。

小
川
さ
ん
は
、
そ
の
ス
ギ
が
70
年
前
に
植
林
し
た

も
の
だ
と
聞
い
て
「
70
年
前
の
人
が
植
え
た
ス
ギ
で

家
を
建
て
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
」
と
、
ス
ギ
が
単
に

家
を
建
て
る
材
料
で
は
な
く
、
山
で
生
き
る
人
々
の

人
生
が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
家
を
建
て

る
重
大
さ
を
新
た
に
意
識
し
た
よ
う
だ
。

諸
塚
村
は
人
口
２
４
０
０
人
余
、
約
８
０
０
世
帯

が
山
間
で
暮
ら
す
。
こ
こ
に
、
ま
っ
た
く
手
つ
か
ず

の
悠
久
の
森
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
が
森

を
活
か
し
、
森
が
人
を
活
か
す
身
近
で
豊
か
な
山
林

顔
の
見
え
る
交
流
関
係
を
つ
く
り
な
が
ら
住
宅
を
売

ろ
う
と
い
う
の
だ
。

晩
秋
の
連
休
、
福
岡
の
施
主
と
一
緒
に
「
熊
本
家

づ
く
り
塾
」
の
メ
ン
バ
ー
が
、
木
材
と
山
を
見
に
来

る
と
連
絡
が
入
っ
た
。「
熊
本
家
づ
く
り
塾
」
は
、

設
計
事
務
所
と
施
工
会
社
、
そ
れ
に
畳
屋
と
環
境
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
メ
ン
バ
ー
の
家
づ
く
り
を
研
究
し

て
い
る
グ
ル
ー
プ
だ
。諸
塚
木
材
の
良
さ
を
知
っ
て
、

村
と
は
５
年
前
か
ら
交
流
を
続
け
て
い
る
。

施
工
会
社
代
表
の
立
山
誠
也
さ
ん（
42
）は
、
諸

塚
材
を
使
う
の
は
単
に
材
の
良
さ
だ
け
で
は
な
い
と

強
調
す
る
。

「
九
州
の
山
は
ほ
と
ん
ど
一
緒
。
ど
こ
ま
で
丁
寧
に

消
費
者
に
手
渡
し
て
く
れ
る
か
が
大
切
。
そ
れ
を
や

っ
て
く
れ
る
の
は
諸
塚
し
か
な
い
」

ま
ず
は
製
材
工
場
を
見
学
。
設
計
事
務
所
の
稲
崎

卓
哉
さ
ん（
51
）と
施
主
の
小
川
和
一
さ
ん（
47
）富

士
子
さ
ん
（
44
）
夫
妻
を
矢
房
館
長
が
案
内
す
る
。

野
積
み
に
な
っ
て
い
る
ス
ギ
材
に
水
分
測
定
器
を
当

て
る
と
、
デ
ジ
タ
ル
の
数
値
が
２
４
を
示
し
た
。

「
１
年
で
水
分
が
40
％
ま
で
落
ち
て
い
ま
す
ね
」
と
、

矢
房
館
長
が
説
明
す
る
。
立
山
さ
ん
も
諸
塚
材
の
良

さ
を
理
解
し
て
も
う
お
う
と
補
足
す
る
。

「
人
工
乾
燥
が
良
い
と
言
う
人
も
い
る
け
ど
、
自
然

乾
燥
の
方
が
油
が
残
っ
と
る
と
で
す
よ
。
50
年
後
80

年
後
に
、
ど
っ
ち
の
木
が
持
つ
か
と
言
え
ば
自
然
乾

燥
で
す
ね
」

稲
崎
さ
ん
が
、
製
材
し
て
積
み
上
げ
て
あ
る
梁
材

を
示
し
て
「
こ
の
辺
の
材
料
を
使
い
ま
す
」
と
説
明

す
る
と
施
主
の
小
川
さ
ん
は
、
と
た
ん
に
家
を
建
て

る
と
い
う
実
感
が
出
た
よ
う
だ
。「
目
の
前
で
木
を

見
て
み
る
と
、
や
っ
ぱ
う
れ
し
さ
が
込
み
上
げ
て
き

ま
す
ね
」。

続
い
て
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
の
見
学
。
小
川
さ
ん
は
い

よ
い
よ
実
感
が
湧
い
た
よ
う
だ
。

「
天
井
が
三
角
形
で
む
き
出
し
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、

イ
メ
ー
ジ
が
ど
う
し
て
も
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す

葉枯し乾燥の現場を見学

施主小川さん立ち会いで、稲崎卓哉さんが材木を持ち上げて乾燥状況を見る

木材の乾燥状態をメーターで測定

木材の水分含量を説明する矢房孝広館長（左）
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業
現
場
は
山
奥
の
た
め
山
小
屋
に
泊
り
月
曜
か
ら
土

曜
日
ま
で
働
き
ま
し
た
。仕
事
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

焼
酎
の
飲
み
方
、
戦
争
体
験
な
ど
人
生
に
つ
い
て
山

頭
や
先
輩
か
ら
学
び
ま
し
た
。
土
曜
日
町
へ
出
て
の

一
杯
も
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
で
す
」

と
こ
ろ
が
現
在
職
員
は
作
業
員
と
併
せ
て
94
名
。

森
林
行
政
の
厳
し
さ
を
い
き
な
り
知
ら
さ
れ
た
と
い

う
感
じ
だ
。

ク
ル
マ
で
約
30
分
、
ブ
ナ
や
カ
エ
デ
な
ど
の
紅
葉

が
ひ
と
き
わ
美
し
い
林
と
な
り
、
落
葉
で
染
ま
っ
た

道
路
わ
き
に「
延
命
の
水
」と
呼
ば
れ
る
名
水
が
現
わ

れ
た
。
ヒ
バ
と
ブ
ナ
の
林
が
育
ん
だ
豊
富
な
地
下
水

で
、
何
台
か
の
ク
ル
マ
が
水
取
り
に
来
て
い
る
。
水

場
の
周
り
に
立
つ
素
朴
な
石
仏
た
ち
軽
く
手
を
合
せ

て
か
ら
名
水
を
頂
い
て
お
り
、
信
仰
の
山
・
恐
山
へ

入
っ
て
来
た
こ
と
が
実
感
で
き
る
。

近
く
の
森
で
は
森
林
管
理
署
の
職
員
と
森
林
総
合

研
究
所
の
職
員
が
合
同
で
ヒ
バ
林
の
成
長
量
の
調
査

ま
ず
、
む
つ
市
内
に
あ
る
東
北
森
林
管
理
局
下
北
森

林
管
理
署
を
訪
ね
た
。
青
森
ヒ
バ
材
で
建
て
ら
れ
た
瀟

洒
な
２
階
建
て
事
務
所
。
次
長
の
阿
部
利
行
さ
ん
が
待

っ
て
い
て
く
れ
て
、
早
速
ク
ル
マ
で
下
北
森
林
管
理
署

の
管
理
す
る
山
へ
案
内
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
時
に
職
員
が
着
用
す
る
制
服
と
ベ
レ

ー
帽
が
よ
く
似
合
っ
て
い
る
。

森
林
管
理
署
は
か
つ
て
は
営
林
署
と
よ
ば
れ
て
き
た

役
所
で
、国
有
林
と
官
行
造
林
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

下
北
半
島
の
森
林
は
大
半
が
国
有
林
で
そ
の
面
積
は
８

万
７
０
０
０
ha
、１
市
７
町
村
に
及
ん
で
い
る
。

「
下
北
に
は
宇
曽
利
郷
と
呼
ば
れ
た
頃
に
は
蝦
夷

（
ア
イ
ヌ
人
）が
住
み
狩
猟
・
漁
労
の
生
活
が
行
わ

れ
、
森
林
は
大
切
に
守
ら
れ
ま
し
た
。
海
運
が
発
達

す
る
よ
う
に
な
る
と
ヒ
バ
は
北
陸
等
へ
出
さ
れ
ま
し

た
が
、
や
が
て
南
部
藩
が
管
理
し
て
留
山
制
度
を
設

け
て
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
明
治
維
新
に
な
る
と
藩

有
林
は
国
有
と
な
り
、
明
治
19
年
林
野
局
の
設
置
と

と
も
に
青
森
大
林
区
署
、
下
北
半
島
に
川
内
小
林
区

署
、
大
畑
小
林
区
署
等
が
設
置
さ
れ
、
以
来
幾
度
か

変
遷
し
て
平
成
16
年
か
ら
東
北
森
林
管
理
局
下
北
森

林
管
理
署
と
し
て
下
北
半
島
の
６
割
を
占
め
る
国
有

林
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」と
阿
部
さ
ん
。

阿
部
さ
ん
は
岩
手
県
の
出
身
。
高
校
を
出
た
18
歳

の
時
公
務
員
試
験
に
合
格
し
て
、
下
北
の
営
林
署
勤

務
と
な
っ
た
と
い
う
。

「
昭
和
42
年
頃
は
下
北
半
島
の
国
有
林
で
働
く
人
は

職
員
・
作
業
員
併
せ
て
１
３
０
０
人
い
ま
し
た
。
作

下
北
半
島
の
自
然
と
共
生
す
る
森
づ
く
り

恐
山
山
地
森
林
生
態
系
保
護
林
、大
畑
ヒ
バ
天
然
林

世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
白
神
山
地
を
は
じ
め
、
十
和
田
、
八

甲
田
山
な
ど
、
豊
か
な
森
に
恵
ま
れ
て
観
光
客
で
賑
わ
う
青
森

県
だ
が
、
下
北
半
島
の
一
角
に
ヒ
バ
と
ブ
ナ
の
素
晴
ら
し
い
原

生
林
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
意
外
と
少
な
い
。
下
北

半
島
の
森
林
の
大
部
分
は
国
有
林
。
厳
し
い
自
然
と
向
き
合
い

な
が
ら
独
自
の
施
業
法
で
育
成
し
て
き
た
ヒ
バ
天
然
林
や
ブ
ナ

等
の
広
葉
樹
と
の
混
交
林
は
、
森
林
生
態
研
究
調
査
の
実
験
林

と
な
っ
て
お
り
、
一
方
で
北
限
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
や
ニ
ホ
ン
カ
モ

シ
カ
の
貴
重
な
生
息
地
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
森
の
保

全
と
育
成
に
当
た
る
下
北
森
林
管
理
署
の
阿
部
次
長
の
案
内
で

現
地
を
訪
ね
た
。

美
し
い
ブ
ナ
原
生
林
と
ヒ
バ
自
然
林

恐
山
山
地
森
林
生
態
系
保
護
林

恐山山地のヒバ自然林

上／恐山近くにある「延命の水」
下／紅葉が美しいブナ原生林
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下
を
通
る
と
、ほ
の
か
に
甘
い
香
り
が
鼻
腔
に
漂
う
。

山
歩
き
の
時
な
ど
カ
ツ
ラ
の
香
り
で
疲
れ
が
吹
き
飛

ぶ
と
い
う
。

ヒ
バ
の
大
木
だ
け
の
森
林
は
昼
な
の
に
暗
く
下
草

も
見
え
な
い
が
、
大
小
年
齢
の
異
な
る
ヒ
バ
の
森
は

明
る
く
、
地
表
に
は
ヒ
バ
の
稚
樹
や
笹
・
潅
木
が
生

え
、
自
然
体
で
競
い
合
っ
て
育
っ
て
い
る
。
成
長
期

の
ヒ
バ
は
樹
の
頂
点
を
矢
尻
の
ご
と
く
天
に
向
け
、

肉
厚
の
葉
は
太
陽
の
光
を
一
つ
も
逃
す
ま
い
と
茂
り

そ
の
逞
し
さ
は
感
動
的
で
あ
る
。

ヒ
バ
は
北
海
道
渡
島
半
島
か
ら
本
州
、
四
国
、
九

州
ま
で
広
く
自
生
す
る
日
本
特
有
の
樹
で
、
ア
ス
ナ

ロ
の
変
種
の
ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
の
総
名
称
。
冬
期
は

マ
イ
ナ
ス
10
〜
20
度
、
積
雪
３
ｍ
に
も
な
る
下
北
半

島
の
冷
温
帯
森
林
に
生
育
す
る
青
森
ヒ
バ
は
厳
し
い

風
雪
に
耐
え
て
育
っ
た
樹
だ
け
に
、
木
材
と
し
て
の

価
値
が
高
く
、
ま
た
ヒ
バ
特
有
の
匂
い
が
濃
厚
で
、

香
料
と
し
て
も
人
気
を
呼
ん
で
い
る
。

阿
部
さ
ん
が
ク
ル
マ
を
止
め
て
「
ヒ
バ
の
家
族
が

勢
ぞ
ろ
い
し
て
い
ま
す
よ
」
と
左
手
の
斜
面
を
指
さ

し
た
。
見
上
げ
る
と
斜
面
の
上
の
方
に
樹
齢
１
５
０

年
以
上
と
思
わ
れ
る
老
木
の
ヒ
バ
が
数
本
立
ち
、
そ

の
下
の
方
に
は
中
径
の
ヒ
バ
た
ち
、
さ
ら
に
足
元
の

道
路
に
は
幼
木
の
ヒ
バ
が
ぎ
っ
し
り
枝
を
は
っ
て
生

い
茂
っ
て
い
る
。

「
足
元
の
実
生
の
ヒ
バ
か
ら
見
る
と
、
一
番
上
の
が

お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
で
、
そ
の
下
が
親
た
ち

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
一
つ
の
構
成
群

な
ん
で
す
。
森
の
中
で
は
樹
木
や
水
、
昆
虫
も
動
物

も
お
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
有
機
的
に
結
び
つ
い
た

共
同
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
群
も
時
間
の
経
過

と
と
も
に
変
化
し
移
相
し
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
私

た
ち
は
で
き
る
だ
け
自
然
の
状
況
を
配
慮
し
な
が

ら
、
人
手
を
加
え
て
優
良
な
ヒ
バ
林
に
し
て
い
く
わ

を
し
て
い
た
。
森
林
を
守
り
育
て
る
た
め
に
は
研
究

機
関
の
協
力
が
不
可
欠
だ
と
言
う
。

そ
の
奥
、
恐
山
・
宇
曽
利
湖
の
南
西
岸
に
広
が
る

森
が
ヒ
バ
と
ブ
ナ
の
天
然
の
混
交
林
。
秋
の
紅
葉
シ

ー
ズ
ン
は
黄
金
色
に
輝
く
ブ
ナ
や
カ
エ
デ
等
に
深
緑

の
ヒ
バ
が
よ
く
調
和
し
、
紅
葉
が
映
え
る
大
変
美
し

い
森
で
あ
る
。
恐
山
林
道
の
ゲ
ー
ト
を
開
け
て
阿
部

次
長
が
さ
ら
に
奥
に
案
内
し
て
く
れ
た
。

恐
山
山
地
は
、森
林
生
態
系
保
護
地
区
に
指
定
さ
れ
、

恐
山
の
火
口
湖
で
あ
る
宇
曽
利
湖
の
南
か
ら
西
岸
に
そ

び
え
る
外
輪
山
の
う
ち
、
屏
風
山
、
北
国
山
、
大
盡
山
、

円
山
な
ど
の
８
０
０
ｍ
級
の
山
を
結
ぶ
山
稜
の
北
か
ら

東
側
斜
面
に
位
置
し
、
そ
の
面
積
は
１
１
８
７
ha
。
す

べ
て
が
国
有
林
で
下
北
森
林
管
理
署
が
管
理
し
て
い

る
。
原
生
的
な
林
相
が
比
較
的
良
好
に
保
た
れ
て
い
る

地
域
で
、
ブ
ナ
と
ヒ
バ
が
混
交
し
て
い
る
の
が
特
色
。

場
所
に
よ
っ
て
、
ヒ
バ
が
優
先
す
る
森
林
と
、
ヒ

バ
と
ブ
ナ
が
混
交
す
る
地
域
が
あ
り
、
標
高
が
高
く

な
る
に
つ
れ
ブ
ナ
純
林
に
な
る
。「
こ
の
保
護
地
区

に
は
保
存
地
区
と
保
全
利
用
地
区
が
あ
る
ん
で
す
。

保
存
地
区
は
学
術
研
究
な
ど
の
利
用
以
外
は
人
手
を

加
え
ず
、
自
然
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
す
。
保
全
利
用

地
区
は
保
存
地
区
の
森
林
に
外
部
の
環
境
変
化
の
影

響
が
及
ば
な
い
範
囲
で
、
森
林
浴
や
自
然
観
察
の
場

に
も
活
用
す
る
地
区
に
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
木
材

生
産
の
た
め
の
伐
採
な
ど
は
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
阿

部
さ
ん
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
。

ブ
ナ
は
白
神
、
十
和
田
湖
周
辺
に
も
多
い
が
、
恐

山
山
地
の
ブ
ナ
の
美
し
さ
は
格
別
だ
。
厳
し
い
自
然

環
境
に
あ
り
な
が
ら
こ
こ
の
ブ
ナ
は
幹
が
白
く
て
み

ず
み
ず
し
く
、
枝
を
空
い
っ
ぱ
い
に
の
び
の
び
と
伸

ば
し
た
形
の
よ
い
も
の
が
多
い
。
今
年
は
実
を
つ
け

た
木
が
多
く
、
大
粒
の
形
の
い
い
実
が
道
路
に
も
落

ち
て
い
る
。
ヒ
バ
と
の
混
交
林
で
は
ヒ
バ
と
ブ
ナ
が

合
体
し
た
珍
し
い
樹
も
あ
り
、
茶
褐
色
の
荒
々
し
さ

と
白
色
の
き
め
細
か
い
肌
の
合
体
は
何
と
も
エ
ロ
チ

ッ
ク
だ
と
い
う
。
黄
色
に
紅
葉
し
た
カ
ツ
ラ
の
木
の

け
で
す
」

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
に
比
べ
て
ヒ
バ
は
人
工
林
で
の
成

功
例
が
極
め
て
少
な
い
と
い
う
。「
郷
土
樹
種
と
し

て
早
く
か
ら
国
有
林
に
お
い
て
人
工
林
を
試
み
て
き

ま
し
た
が
、
期
待
し
て
い
る
よ
う
に
は
成
長
し
て
く

れ
ま
せ
ん
。
野
生
種
の
強
い
動
物
と
同
じ
よ
う
に
、

あ
た
か
も
人
間
の
手
に
よ
る
も
の
を
拒
み
、
己
を
理

解
し
た
術
の
み
に
果
実
を
与
え
る
…
。
青
森
ヒ
バ
は

プ
ラ
イ
ド
が
高
く
我
が
ま
ま
な
ん
で
す
」

建
材
と
し
て
も
ヒ
バ
材
は
優
れ
て
い
る
と
い
う
。

ス
ギ
材
が
約
50
年
で
腐
る
と
言
わ
れ
る
の
に
対
し

て
、
ヒ
バ
は
長
年
放
置
し
て
お
い
て
も
表
面
は
ア
マ

と
い
う
灰
色
に
変
色
し
た
層
に
な
る
が
、
ア
マ
を
除

く
と
元
の
ま
ま
の
材
が
表
れ
る
。
雨
や
風
に
接
す
る

部
分
は
変
化
す
る
が
中
身
は
腐
ら
な
い
と
こ
ろ
が
他

の
樹
木
と
大
き
く
違
う
よ
う
だ
。
ま
た
「
私
た
ち
が

ヒ
バ
の
良
材
を
め
ざ
し
て
枝
打
ち
を
す
る
と
、
商
品

に
し
た
と
き
死
節
と
な
り
、
使
い
物
に
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
先
人
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
」
と
も
。

「
こ
こ
の
苗
を
他
所
へ
持
っ
て
い
っ
て
植
え
て
も
成

功
例
は
少
な
く
、
下
北
の
ヒ
バ
は
こ
の
下
北
の
気
候

と
風
土
が
長
い
年
月
を
か
け
て
作
り
上
げ
て
来
た
郷

土
樹
木
と
い
え
ま
す
。
人
手
を
借
り
ず
、
自
ら
種
子

と
枝
を
地
面
に
下
ろ
し
て
伏
状
に
増
殖
し
て
い
く
ヒ

バ
を
私
た
ち
は
見
守
り
、
ツ
ル
切
り
や
間
伐
な
ど
公

益
的
機
能
が
果
た
せ
る
よ
う
手
伝
う
だ
け
で
す
」

上／下半のヒバについて語る
阿部利行下北森林管理署次長
下／観光客に人気の恐山菩提
寺境内

元気な森の担い手がいる山仕事の先進地③

人
手
は
加
え
な
い

自
立
し
た
ヒ
バ
た
ち



赤
土
の
上
の
比
較
的
浅
い
腐
葉
土
に
根
を
張
る
と

い
う
が
、
恐
山
の
ヒ
バ
林
が
豊
か
な
の
は
、
ブ
ナ
な

ど
の
広
葉
樹
が
混
生
す
る
こ
と
で
、
落
葉
た
っ
ぷ
り

の
肥
沃
な
大
地
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
要
素
だ
ろ
う

と
思
う
。
様
々
な
木
々
が
支
え
あ
い
競
い
合
っ
て
バ

ラ
ン
ス
の
あ
る
森
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
、
見
事

な
紅
葉
を
見
な
が
ら
感
じ
た
。

恐
山
は
高
野
山
、
比
叡
山
と
並
ぶ
日
本
三
大
霊
場

の
一
つ
。
神
の
山
々
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
こ

の
ブ
ナ
た
ち
は
伐
採
を
免
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
も
全
国
に
誇
る
混
交
林
、
生
態

系
保
護
林
の
モ
デ
ル
地
域
と
し
て
広
範
に
保
全
し
て

い
っ
て
欲
し
い
。

森
を
出
て
観
光
客
で
賑
わ
う
恐
山
菩
提
寺
へ
。
そ

の
昔
火
山
噴
火
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
宇
曽
利
湖
の
深

い
エ
メ
ラ
ル
ド
色
と
周
辺
の
溶
岩
が
作
っ
た
白
砂
と

奇
岩
が
独
特
の
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。
貞

観
４
年（
８
６
２
）に
慈
覺
大
師
円
仁
に
よ
っ
て
開

山
し
た
も
の
で
、
地
蔵
堂
の
脇
に
は
参
拝
者
が
無
料

で
入
浴
で
き
る
温
泉
小
屋
が
何
棟
か
あ
り
、
裏
手
の

岩
場
か
ら
は
今
な
お
硫
黄
が
噴
き
出
し
、
そ
れ
が
川

と
な
っ
て
流
れ
出
て
い
る
。「
三
途
の
川
」
と
も
呼

ば
れ
る
よ
う
に
、
死
後
冥
土
の
世
界
を
彷
佛
さ
せ
る

世
界
が
あ
り
、「
人
が
死
ね
ば
お
山（
恐
山
）へ
行
く
」

と
い
わ
れ
、
大
祭
に
は
巫
女

い
た
こ

に
祈
祷
し
て
も
ら
っ
て

亡
き
身
内
と
語
り
た
い
と
い
う
人
々
が
押
し
寄
せ

る
。
下
北
の
深
い
山
々
の
中
で
味
わ
う
非
日
常
的
な

不
思
議
な
場
所
で
あ
る
。

恐
山
で
昼
食
を
取
っ
た
後
、
下
北
森
林
管
理
署
が

長
年
に
わ
た
っ
て
育
成
、
研
究
調
査
を
行
っ
て
来
た

大
畑
町
葉
色
山
の
ヒ
バ
施
業
実
験
林
へ
向
か
っ
た
。

県
道
「
恐
山
薬
研
線
」
を
通
り
薬
研
温
泉
に
到
着
、

国
設
薬
研
野
営
場
を
過
ぎ
て
林
道
に
上
が
る
と
ヒ
バ

林
を
遠
望
す
る
絶
好
の
場
所
が
現
わ
れ
た
。

ク
ル
マ
を
降
り
て
阿
部
さ
ん
が
「
ほ
ら
、
こ
こ
か

ら
恐
山
の
方
向
を
見
る
と
青
紫
色
し
た
霞
が
山
々
を

覆
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
で
し
ょ
う
。
ブ
ル
ー
フ
ェ

イ
ズ
と
い
っ
て
ヒ
バ
林
か
ら
発
散
さ
れ
た
物
質
が
覆

っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
物
質
に
は
多
く
の
テ
レ
ペ

ン
類
が
含
ま
れ
て
い
て
雑
菌
や
害
虫
な
ど
を
寄
せ
つ

け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
も
ヒ
バ
林
で

働
い
て
い
る
と
、
朝
気
分
が
悪
く
て
も
半
日
も
す
る

と
体
調
が
よ
く
な
る
ん
で
す
」。
ブ
ル
ー
フ
ェ
イ
ズ

の
山
々
は
幻
想
的
で
神
秘
的
で
あ
る
。

現
在
の
よ
う
な
育
成
管
理
体
制
が
確
立
し
た
の

は
、
大
正
時
代
に
松
川
恭
佐（
農
学
博
士
）
ら
が
大

規
模
調
査
を
行
い
、「
ヒ
バ
の
郷
土
で
ヒ
バ
に
最
も

あ
っ
た
施
業
方
法
の
確
立
を
め
ざ
す
」
と
い
う
施
業

方
法
の
提
唱
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
お
り
、
経
営
的
価

値
の
あ
る
ヒ
バ
天
然
林
の
確
立
を
め
ざ
し
た
。

大
畑
ヒ
バ
施
業
実
験
林
は
松
川
博
士
の
提
案
・
指

導
に
よ
り
昭
和
６
年
に
設
定
、
南
北
２
・
６
㎞
、
東

西
１
・
８
㎞
、
約
２
２
２
ha
の
面
積
を
持
ち
、
80
年

間
に
わ
た
っ
て
各
種
研
究
、調
査
を
継
承
し
て
き
た
。

そ
の
基
本
は
、
森
林
植
物
を
面
で
は
な
く
群
で
捉
え

（
森
林
構
成
群
）、
群
の
良
い
と
こ
ろ
は
伸
ば
し
、
悪

い
と
こ
ろ
は
取
り
除
い
て
活
力
あ
る
森
林
に
施
業
す

る
と
い
う
方
法
。林
地
は
20
個
の
林
班
に
区
分
さ
れ
、

さ
ら
に
森
林
構
成
群
に
合
わ
せ
て
小
班
に
細
分
さ
れ

て
い
る
。
林
班
は
１
年
に
２
箇
所
づ
つ
施
業
し
、
10

年
で
循
環
す
る
こ
と
で
永
続
的
な
森
づ
く
り
を
め
ざ

し
て
い
る
。

設
定
当
時
は
約
３
分
の
２
が
ヒ
バ
と
広
葉
樹
の
混

交
林
、
３
分
の
１
が
ブ
ナ
の
老
木
だ
っ
た
が
、
現
在

は
80
％
が
良
質
の
ヒ
バ
林
に
な
っ
て
い
る
。

大
畑
の
ヒ
バ
施
業
林
は
、
群
に
よ
っ
て
自
然
の
推

移
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
地
区
、
枯
れ
枝
や
不
良
木
を
除

去
す
る
等
人
手
を
入
れ
て
い
る
地
区
な
ど
あ
る
が
、

全
体
的
に
と
て
も
美
し
く
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

ほ
ん
の
数
時
間
の
観
察
だ
っ
た
が
、
植
物
達
は
フ
ァ

ミ
リ
ー
を
形
成
し
、
そ
の
中
で
枯
死
と
新
し
い
命
の

芽
生
え
の
ド
ラ
マ
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

こ
こ
で
は
ヒ
バ
達
は
理
想
郷
に
近
い
環
境
を
約
束

さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
森
の
木
々
の
多
く
は
人
か

ら
観
察
さ
れ
る
こ
と
も
手
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
な

く
「
助
け
て
！
」
と
叫
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。

山
麓
へ
出
る
と
、
太
く
て
立
派
な
ヒ
バ
の
丸
太
を

う
ず
高
く
集
積
し
て
い
る
広
場
が
あ
っ
た
。
実
験
林

に
は
樹
齢
３
０
０
年
以
上
の
ヒ
バ
も
多
い
が
、
こ
れ

ら
は
保
全
し
、
材
と
し
て
は
１
５
０
年
前
後
、
直
径

50
、60
㎝
の
も
の
が
中
心
で
、
間
伐
や
搬
出
の
際
に

は
他
の
木
や
幼
木
に
損
傷
が
な
い
よ
う
立
木
に
カ
バ

ー
を
付
け
た
り
積
雪
時
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
。
伐

ら
れ
た
貴
重
な
ヒ
バ
た
ち
は
東
北
各
地
へ
出
荷
さ

祖
父
か
ら
親
、
孫
へ
、
ヒ
バ
の
家
族
た
ち

大
畑
ヒ
バ
施
業
実
験
林

ブルーフェイズの恐山の山々

倒木の周辺にはヒバの実生が元気に育っている伐り出されたヒバの丸太
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住
し
て
し
ま
っ
た
。

村
の
七
引
地
区
に
は
ニ
ホ
ン
ザ
ル
を
保
護
す
る
た

め
に
設
け
た
野
猿
公
苑
が
あ
り
50
頭
を
飼
育
し
て
い

る
。
そ
の
サ
ル
た
ち
が
気
に
な
る
ら
し
く
野
生
の
サ

ル
が
訪
ね
て
く
る
の
だ
と
い
う
。
小
高
い
場
所
の
広

場
に
は
、
冬
を
前
に
晩
秋
の
の
ど
か
な
日
ざ
し
の
中

で
木
の
葉
や
実
を
食
べ
た
り
、
親
子
や
仲
間
と
毛
づ

く
ろ
い
を
す
る
サ
ル
た
ち
が
30
頭
ほ
ど
い
た
。

「
人
に
は
比
較
的
慣
れ
て
い
ま
す
が
、
人
の
持
物
を

奪
い
取
っ
た
り
飴
や
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
な
ど
は
決
し
て

食
べ
ま
せ
ん
。
食
べ
物
を
求
め
て
か
な
り
広
範
に
遊

動
し
な
が
ら
群
れ
ご
と
に
自
立
し
て
生
活
し
て
い
ま

す
。
人
に
は
媚
び
な
い
、
そ
れ
が
厳
し
い
冬
を
乗
り

切
っ
て
き
た
こ
こ
の
サ
ル
た
ち
の
知
恵
で
あ
り
プ
ラ

イ
ド
で
し
ょ
う
。
暖
か
い
地
域
の
サ
ル
に
比
べ
て
体

が
大
き
く
、
体
毛
が
細
く
て
長
く
、
密
生
し
て
い
る

の
が
特
長
で
す
」
と
松
岡
さ
ん
は
言
う
。

冬
に
向
か
っ
て
、
白
っ
ぽ
い
綿
毛
に
覆
わ
れ
た
姿

は
美
し
く
て
気
品
が
あ
り
、
皆
個
性
的
な
い
い
顔
を

し
て
い
る
。

し
か
し
保
護
さ
れ
森
が
豊
か
に
な
る
に
従
い
そ
の

数
は
増
え
、
１
９
６
０
年
代
の
調
査
で
は
６
群
２
０

０
頭
だ
っ
た
下
北
の
サ
ル
は
、
現
在
27
群
１
４
０
０

頭
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
山
里
の
農
産
物

に
も
被
害
が
発
生
し
、
村
で
は
一
部
の
地
域
に
フ
ェ

ン
ス
を
張
っ
た
り
、
サ
ル
の
監
視
員
を
配
置
し
て
い

る
。
こ
の
公
苑
の
一
隅
に
監
視
員
が
竹
竿
を
持
っ
て

立
っ
て
い
た
。
監
視
員
は
８
人
い
て
交
代
で
仕
事
し

て
お
り
、
特
に
こ
の
時
期
は
田
ん
ぼ
に
干
し
て
あ
る

稲
束
を
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
見
張
っ
て
い
る

ら
し
い
。

松
岡
さ
ん
が
所
属
す
る
下
北
半
島
サ
ル
調
査
会
で

は
手
弁
当
で
40
年
間
に
わ
た
り
年
２
回
追
跡
調
査
を

行
っ
て
き
た
。

「
家
族
や
仲
間
を
何
よ
り
も
思
い
や
る
サ
ル
の
集
団

や
、
下
北
の
厳
し
い
自
然
の
中
で
暮
ら
す
カ
モ
シ
カ

か
ら
人
間
が
学
ぶ
こ
と
は
と
て
も
沢
山
あ
り
ま
す
。

人
々
が
北
限
の
サ
ル
と
共
生
す
る
こ
と
が
、
こ
の
地

方
が
培
っ
て
き
た
文
化
で
あ
り
魅
力
だ
と
思
う
ん
で

す
。
で
も
農
家
の
人
の
中
に
は
憎
い
、
殺
せ
と
い
う

人
も
い
る
。
サ
ル
で
な
く
て
も
美
味
し
い
餌
が
あ
れ

ば
そ
れ
を
食
べ
た
い
と
思
う
も
の
。
そ
れ
は
森
の
豊

か
さ
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
農
家
の
人
に
お
願
い

し
た
い
の
は
、
フ
ェ
ン
ス
に
穴
が
開
い
た
か
ら
隙
間

が
出
来
た
か
ら
直
し
て
く
れ
と
何
も
か
も
役
場
頼
み

で
は
な
く
、
自
分
が
ど
う
し
た
い
の
か
は
っ
き
り
と

し
た
意
志
を
表
示
し
、
自
分
の
畑
や
農
作
物
は
自
分

が
守
る
と
い
う
姿
勢
を
持
っ
て
欲
し
い
ん
で
す
」

公
苑
の
脇
で
サ
ル
た
ち
を
調
査
を
し
て
い
る
の
は

植
月
純
也
さ
ん
。
む
つ
市
に
あ
る
野
生
動
物
保
護
調

査
会
社
か
ら
日
参
し
、
発
信
機
を
つ
け
た
サ
ル
等
を

追
っ
て
い
る
。

「
こ
こ
の
サ
ル
た
ち
は
夏
に
は
ブ
ナ
林
な
ど
へ
行
き
、

冬
は
海
辺
の
こ
の
辺
り
で
越
冬
し
ま
す
。
海
辺
の
方

が
山
よ
り
１
、２
℃
暖
か
い
ん
で
す
。
周
辺
は
ニ
ホ

ン
カ
モ
シ
カ
の
密
度
も
高
い
ん
で
す
が
、
森
が
広
く

て
豊
か
な
せ
い
か
、
農
作
物
や
植
林
樹
へ
の
被
害
届

け
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
」

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
つ
い
て
は
、
一
時
期
開
発
が
進

む
六
ヶ
所
村
や
む
つ
市
な
ど
に
出
没
し
て
話
題
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
野
生
動
物
に
は
森
林
の
開
発
や
そ
の
年
の
木
の
実

の
豊
作
が
す
ご
く
影
響
し
ま
す
。

ク
マ
は
１
０
０
頭
ほ
ど
は
い
る
と

思
い
ま
す
が
、
保
護
す
る
た
め
に

も
今
後
調
査
が
必
要
で
す
」
と
植

月
さ
ん
は
語
っ
て
い
た
。

・
下
北
森
林
管
理
署

1
０
１
７
５（
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）１
１
３
１

文
／
浅
井
登
美
子
　

カ
メ
ラ
／
小
林
　
恵

れ
、
今
年
度
は
約
18
億
円
の
収
入
を
予
定
し
て
事
業

を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
国
有
林
野
事
業
は
木
材
の
低
迷
す
る
中
、
国
民

の
森
林
に
対
す
る
多
面
的
な
要
望
が
高
ま
り
、
経
営

的
に
は
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
幸
い
下
北

半
島
の
国
有
林
は
ヒ
バ
林
が
あ
る
こ
と
か
ら
現
金
収

入
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
黒
字
を
続
け
て
お
り
ま
す
」

と
阿
部
さ
ん
は
語
っ
て
い
た
。

下
北
森
林
管
理

署
の
管
理
す
る
国

有
林
に
は
、
恐
山

山
地
の
１
１
８
７

ha
を
は
じ
め
６
箇

所
１
３
３
６
ha
の
保
護
林
が
あ
る
。
ま
た
、
国
設
下

北
鳥
獣
保
護
区
と
し
て
４
９
０
４
ha
、
特
別
保
護
地

区
と
し
て
１
０
６
８
ha
を
設
定
し
、
北
限
の
ニ
ホ
ン

ザ
ル
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
等
の
保
護
に
当
た
っ
て
い

る
。
世
界
最
北
限
に
生
息
す
る
下
北
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル

は
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
マ
イ
ナ

ス
15
℃
に
も
な
る
厳
寒
期
の
吹
雪
の
中
で
生
き
延
び

て
来
た
。
木
の
皮
や
芽
を
食
べ
、
木
の
上
で
抱
き
合

っ
て
暮
ら
す
冬
、
豊
か
な
森
が
彼
等
の
命
を
支
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

風
間
浦
村
の
下
風
呂
温
泉
に
宿
泊
し
た
翌
朝
早

く
、脇
野
沢
村
へ
ニ
ホ
ン
ザ
ル
に
会
い
に
出
か
け
た
。

フ
ェ
リ
ー
乗
り
場
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
の
は
サ

ル
の
調
査
や
保
護
活
動
を
長
年
手
が
け
て
い
る
カ
メ

ラ
マ
ン
の
松
岡
史
朗
さ
ん
。
兵
庫
県
出
身
、
各
地
の

森
や
野
生
動
物
を
訪
ね
歩
く
う
ち
に
脇
野
沢
の
ニ
ホ

ン
ザ
ル
に
出
会
っ
て
す
っ
か
り
魅
せ
ら
れ
、
村
に
定

北限の
ニホンザル、
ニホンカモシカ
を守る

ニホンザルの保護・調査活動に当たる
植月さん（左）と松岡さん（脇野沢村）
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日
本
は
世
界
で
も
森
が

多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

今
で
も
林
野
面
積
は
国
土

の
67
％
で
あ
る
。
し
か
し
、

多
彩
な
防
災
環
境
保
全
機

能
を
果
た
し
、
時
間
と
と

も
に
優
れ
た
地
域
景
観
の

主
役
と
な
る
い
の
ち
の
森
と
も
い
え
る
土
地

本
来
の
森
や
樹
林
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。

現
在
木
を
植
え
、
森
を
つ
く
る
こ
と
は
地

域
社
会
で
も
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
。
か
つ

て
は
国
土
の
ほ
と
ん
ど
が
鬱
蒼
と
し
た
森
で

覆
わ
れ
て
い
た
。
素
朴
な
生
活
を
し
て
い
た

古
代
人
に
は
、
森
は
生
活
を
豊
か
に
す
る
た

め
の
邪
魔
者
で
す
ら
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
や
が
て
人
類
は
火
を
使
い
、
稲
作
が
導

入
さ
れ
狩
猟
採
集
時
代
か
ら
定
住
生
活
を
す

る
よ
う
に
な
っ
て
、
森
を
切
り
出
し
、
川
沿

い
の
低
地
で
は
稲
を
栽
培
し
、
周
り
の
台
地

で
は
焼
き
畑
農
業
で
穀
物
を
栽
培
し
て
き

た
。当

時
は
橋
も
建
物
も
生
活
基
盤
は
木
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
。
木
や
木
材
を
生
活
の
必
需

品
と
し
て
盛
ん
に
利
用
し
て
い
る
間
に
、
い

つ
の
間
に
か
集
落
の
周
り
か
ら
自
然
の
森
は

消
え
て
い
っ
た
。

現
在
里
山
と
言
わ
れ
て
い
る
雑
木
林
は
薪

炭
林
と
し
て
何
百
年
も
の
間
20
〜
25
年
ご
と

に
定
期
的
に
伐
採
し
、
落
葉
や
下
草
も
有
機

肥
料
と
し
て
使
っ
て
き
た
人
間
の
知
恵
と
管

理
に
よ
っ
て
維
持
し
て
き
た
遷
移
の
途
中
相

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
粗
放
的
で
は
あ
る
が
、
一
定

の
人
為
的
管
理
と
共
生
し
て
き
た
里
山
の
雑

木
林
、
マ
ツ
林
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
カ
ラ
マ

ツ
の
植
林
な
ど
に
よ
り
、
日
本
の
国
土
に
は

様
々
な
緑
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
今

本物の森
の激減

”鎮
守
の
森
“を
復
活
し
て
ふ
る
さ
と
再
生

一
村
一
森
運
動
宮
脇
昭
横
浜
国
立
大
学
名
誉
教
授

イ
ラ
ス
ト
／
松
田
け
ん
じ
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で
は
、
過
疎
化
と
都
市
部
へ
の
人
口
過
集
中

に
よ
っ
て
山
間
部
の
緑
は
荒
廃
し
て
い
る
。

ま
た
、
各
種
の
自
然
開
発
に
よ
っ
て
地
域
の

背
景
の
緑
、
防
災
環
境
保
全
機
能
を
果
た
す

土
地
本
来
の
本
物
の
森
が
、
都
市
域
は
も
と

よ
り
全
国
的
に
激
減
し
て
い
る
。

我
々
は
新
し
い
時
代
に
対
応
し
た
森
が
、

豊
か
な
人
間
生
活
を
支
え
る
大
切
な
機
能
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
見
直
し
、
各
々
の
地
域

に
生
ま
れ
育
ち
、
学
び
働
い
て
い
る
人
た
ち

の
い
の
ち
と
文
化
、
生
ま
れ
て
く
る
子
供
た

ち
の
遺
伝
子
資
源
を
守
る
21
世
紀
の
、
さ
ら

に
次
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
（
千
年
紀
）
ま
で
続
き

発
展
す
る
よ
う
な
本
物
の
森
つ
く
り
を
進
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。木

材
生
産

今
ま
で
木
を
植
え
る
主

な
目
的
は
木
材
生
産
で
あ

っ
た
。
か
つ
て
針
葉
樹
が

住
宅
建
設
、
そ
の
他
で
有

用
で
あ
っ
た
た
め
に
世
界

中
で
土
地
本
来
の
広
葉
樹
を
主
と
す
る
自
然

の
森
は
伐
採
さ
れ
、
日
本
で
は
ス
ギ
、
ヒ
ノ

キ
、
マ
ツ
、
カ
ラ
マ
ツ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も

マ
ツ
、
ト
ウ
ヒ
、
モ
ミ
類
な
ど
の
針
葉
樹
の

単
一
樹
種
の
画
一
的
な
造
林
が
行
わ
れ
て
き

た
。
今
後
も
木
材
生
産
を
目
指
す
場
合
に
は

経
済
的
に
対
応
で
き
れ
ば
客
員
樹
種
の
単
一

植
栽
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
土
地
に
合
わ
な
い
樹
種
を
植
え

た
場
合
に
は
少
な
く
て
も
植
樹
後
、
20
年
以

上
の
間
、
下
草
刈
り
、
枝
打
ち
、
つ
る
切
り
、

間
伐
な
ど
の
林
業
管
理
が
必
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
長
い
間
急
斜
面
や
奥
地
の
山
間
部
ま

で
植
え
て
き
た
ス
ギ
、
カ
ラ
マ
ツ
、
ヒ
ノ
キ

な
ど
厳
し
い
山
地
労
働
の
結
果
育
て
た
成
木

林
は
、
現
在
で
は
外
材
に
負
け
て
、
経
済
的

に
も
伐
採
す
れ
ば
赤
字
に
な
る
よ
う
な
状
態

で
、
日
本
の
木
材
生
産
を
目
的
と
し
た
林
業

行
政
は
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

雑
木
林
を
切
っ
て
芝
生
公
園
化

鉄
、
セ
メ
ン
ト
や
石
油
化
学
製
品
な
ど
に

よ
る
画
一
的
な
非
生
産
的
構
造
物
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
都
市
域
で
は
人
工
環
境
化
が
極

端
に
進
み
、
市
民
は
土
地
本
来
の
森
か
ら
隔

離
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
現
在
、

限
ら
れ
た
空
間
に
い
か
に
美
化
的
な
緑
を
つ

く
る
か
が
必
要
で
、
い
わ
ゆ
る
花
一
杯
運
動

も
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
時
的
な
好
み

や
流
行
に
よ
っ
て
土
地
の
潜
在
能
力
を
考
え

ず
に
植
え
た
客
員
樹
種
や
外
来
樹
種
は
ほ
と

ん
ど
永
久
に
管
理
費
が
か
か
る
。
し
か
も
根

の
浅
い
外
来
樹
種
な
ど
は
定
期
的
に
剪
定
し

な
い
と
台
風
、
乾
燥
、
風
害
な
ど
ほ
ん
の
わ

ず
か
な
自
然
の
ゆ
り
も
ど
し
で
も
倒
れ
た

り
、
枯
死
す
る
危
険
性
が
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
有
史
以
来
家
畜
の
林
内

過
放
牧
の
た
め
に
森
が
崩
壊
し
、
荒
れ
野
状

態
に
な
っ
た
。
公
園
景
観
の
語
源
で
あ
る
芝

生
公
園
づ
く
り
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
れ
が

日
本
の
都
市
公
園
的
手
法
と
し
て
、
画
一
的

に
都
市
部
は
も
と
よ
り
地
方
で
も
雑
木
林
ま

で
伐
採
、
造
成
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
芝
生
公
園
的
な
公
園
が
導
入
さ
れ
る

ま
で
は
、
町
で
も
村
で
も
、
お
祭
り
広
場
、

憩
い
の
場
と
し
て
今
日
な
お
各
地
に
残
さ
れ

て
い
る
神
社
や
お
寺
の
森
に
囲
ま
れ
た
境
内

が
日
本
人
の
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
で
あ
っ

た
。
地
震
、
大
火
な
ど
の
災
害
に
対
し
て
は

一
時
的
な
逃
げ
場
所
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、

派
手
で
は
な
い
が
何
度
も
訪
れ
た
く
な
る
よ

う
な
い
や
し
の
場
と
し
て
の
土
地
本
来
の
樹

林
に
囲
ま
れ
た
鎮
守
の
森
は
、
地
域
景
観
の

シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
日
本
の
伝
統
的
な
ふ
る
さ
と
の
木
に

よ
る
ふ
る
さ
と
の
森
つ
く
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が

都
市
域
や
各
地
の
公
園
は
も
と
よ
り
、
農
山

村
な
ど
に
も
積
極
的
に
導
入
さ
れ
な
い
限
り
、

都
市
化
が
進
ん
で
い
る
市
街
地
で
は
生
物
の

一
員
と
し
て
の
人
間
の
持
続
的
な
生
存
す
ら

危
ぶ
ま
れ
る
。
ま
た
過
疎
地
な
ど
で
新
し
い

日
本
の
ふ
る
さ
と
の
魅
力
を
よ
み
が
え
ら
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

い
の
ち
を
守
る

ふ
る
さ
と
の
”
鎮
守
の
森
“

我
々
日
本
人
も
有
史
以
来
森
を
伐
採
し
、

焼
き
畑
農
業
を
や
っ
て
き
た
。
し
か
し
稲
作

が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、
集
落
や
水
田
の
ま

わ
り
は
里
山
の
雑
木
林
と
し
て
多
面
的
に
緑

を
手
入
れ
し
、
樹
林
を
使
い
共
存
し
て
き
た
。

新
し
い
町
や
集
落
づ
く
り
で
自
然
を
変
え
て

き
た
が
、
ふ
る
さ
と
の
木
に
よ
る
ふ
る
さ
と

の
森
を
つ
く
り
、
守
り
育
て
て
き
た
。
現
在

国
際
植
生
学
会
な
ど
で
公
用
語
に
な
っ
て
い

る
”鎮
守
の
森
“こ
そ
、
日
本
人
の
こ
こ
ろ
の

ふ
る
さ
と
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
ど
こ
の
集
落

で
も
鎮
守
の
森
が
地
域
の
景
観
と
し
て
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
土
地
本
来
の
ふ
る
さ
と
の

森
は
宗
教
的
な
た
た
り
意
識
に
よ
っ
て
残
さ

れ
て
き
た
。

し
か
し
今
や
、
自
然
に
対
す
る
畏
敬
意
識

も
宗
教
的
な
祟
り
意
識
も
極
め
て
低
下
し
て

き
て
い
る
。
従
っ
て
も
の
の
見
事
に
こ
の
よ

う
な
集
落
に
も
土
地
本
来
の
ふ
る
さ
と
の
森

が
急
速
に
消
滅
を
強
要
さ
れ
て
い
る
。

神
奈
川
県
に
例
を
と
っ
て
み
て
も
全
国
土

の
２
０
０
分
の
１
弱
の
狭
い
と
こ
ろ
に
人
口

は
８
６
０
万
人
を
突
破
し
た
が
、
２
８
５
０

あ
っ
た
鎮
守
の
森
は
今
や
45
ヶ
所
し
か
樹
林

ら
し
い
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。

か
つ
て
は
日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
は
農
民
で

あ
っ
た
。
家
の
家
督
を
継
ぐ
た
め
長
男
は
必

ず
跡
取
り
と
し
て
、
田
畑
を
耕
し
、
周
り
の

里
山
を
管
理
し
て
、
そ
の
家
や
集
落
を
守
っ

て
き
た
。
次
男
や
三
男
は
都
市
へ
流
れ
て
い

っ
た
。
従
っ
て
都
市
の
人
口
が
超
過
密
に
な

り
、
思
わ
ぬ
自
然
災
害
や
疾
病
で
人
口
が
消

滅
を
強
要
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
方
の
農
山
村
に
は
優
れ
た
日
本
人
の
遺
伝

子
が
残
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
昭
和
30
年
代

か
ら
新
し
い
産
業
の
急
速
な
発
展
に
よ
り
、

地
域
を
守
っ
て
き
た
長
男
を
含
め
て
一
家
を

た
た
ん
で
都
市
に
移
住
し
て
い
っ
た
。
過
疎

村
と
い
う
言
葉
で
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
一

千
年
以
上
も
日
本
人
の
素
晴
ら
し
い
遺
伝
子

を
温
存
し
て
き
た
各
地
方
の
農
山
村
が
い
ま

荒
廃
し
、
鎮
守
の
森
に
象
徴
さ
れ
る
本
物
の

森
も
失
わ
れ
て
い
る
。

緑
の
少
な
い
、
い
わ
ゆ
る
都
市
に
生
活
し

て
い
る
人
達
の
最
後
の
い
や
し
の
森
、
緑
の

自
然
の
保
養
所
と
し
て
も
多
様
な
機
能
を
果

た
す
の
は
、
各
地
に
残
さ
れ
た
ふ
る
さ
と
の

田
園
景
観
、
山
村
地
域
で
あ
る
。
す
べ
て
の

日
本
人
が
明
日
を
健
全
に
生
き
延
び
る
た
め

の
母
胎
は
、
緑
豊
か
な
日
本
の
農
山
村
で
あ

る
。
か
つ
て
秋
祭
り
、
夏
祭
り
を
行
い
、
そ

し
て
嬉
し
い
時
も
悲
し
い
時
も
過
ご
し
、
新

し
い
希
望
、
活
力
を
よ
み
が
え
ら
し
た
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
ふ
る
さ
と
の
森
に
囲
ま

れ
た
神
社
、
寺
院
の
境
内
で
あ
っ
た
。
今
や

す
べ
て
の
日
本
人
の
潜
在
的
な
心
の
ふ
る
さ

と
で
あ
っ
た
は
ず
の
ふ
る
さ
と
の
森
ま
で
が

消
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

我
々
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
新
し
い
産

業
の
発
展
も
必
要
で
あ
る
。
都
市
の
形
成
も

植林の
効用

●エッセイ
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と
そ
れ
を
支
え
る
３
役
、
５
役
の
木
の
種
類
、

さ
ら
に
多
く
の
森
を
形
成
し
て
い
る
で
き
る

だ
け
多
く
の
亜
高
木
、
低
木
を
自
然
の
お
き

て
に
し
た
が
っ
て
混
植
、
密
植
す
る
。

植
物
は
根
で
勝
負
す
る

―
幼
苗
植
栽
―

都
市
公
園
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

根
の
不
十
分
な
成
木
を
支
柱
で
支
え
る
よ
う

な
や
り
方
で
は
本
物
の
い
の
ち
の
森
は
つ
く

れ
な
い
。
土
地
本
来
の
森
、
す
な
わ
ち
潜
在

自
然
植
生
の
主
木
を
中
心
に
で
き
る
だ
け
多

く
の
樹
種
を
混
植
、
密
植
す
る
。
本
命
の
樹

種
、
た
と
え
ば
日
本
の
冬
も
緑
の
常
緑
広
葉

樹
林
（
照
葉
樹
林
）
帯
で
は
海
岸
沿
い
に
は

タ
ブ
ノ
キ
、
シ
イ
ノ
キ
、
内
陸
で
は
シ
ラ
カ

シ
、
ア
ラ
カ
シ
、
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
な
ど
の
シ

イ
、
タ
ブ
、
カ
シ
類
で
あ
る
。
北
海
道
や
信

州
の
山
地
で
は
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ブ
ナ
、
カ
シ
ワ
、

カ
エ
デ
類
で
あ
る．

こ
の
よ
う
な
本
命
の
樹

種
は
深
根
性
、
直
根
性
で
、
裸
苗
で
は
移
植

が
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
ポ
ッ
ト
な
ど
の
容

器
栽
培
を
し
て
２
、
３
年
で
根
が
容
器
内
に

充
満
し
た
幼
苗
を
自
然
の
森
の
お
き
て
に
沿

っ
て
混
植
、
密
植
す
る
。
い
わ
ゆ
る
ド
ン
グ

リ
作
戦
で
あ
る
。

都
市
の
人
も
積
極
的
に
参
加
し
て

現
在
環
境
問
題
は
ハ
ー
ド
か
ら
ソ
フ
ト
ま

で
幅
が
広
い
。
ま
た
過
疎
地
と
都
市
と
を
結

ぶ
両
者
が
少
し
我
慢
し
な
が
ら
、
楽
し
く
、

必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
住
む
人

た
ち
の
生
存
の
原
点
と
も
い
わ
れ
る
、
ふ
る

さ
と
の
森
に
象
徴
さ
れ
る
多
様
な
自
然
が
失

わ
れ
た
時
に
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
自
然
の

ゆ
り
も
ど
し
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
壊
滅
的
な

被
害
を
受
け
る
危
険
性
が
あ
る
。

一
方
に
お
い
て
は
自
然
の
開
発
、
地
域
計

画
、
都
市
計
画
、
農
村
に
お
け
る
交
通
施
設

の
整
備
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
我
々

が
健
全
に
生
き
延
び
る
た
め
に
は
、
２
０
０

０
年
以
来
日
本
人
が
新
し
い
村
つ
く
り
に
必

ず
活
用
し
き
た
ふ
る
さ
と
の
木
に
よ
る
ふ
る

さ
と
の
森
を
防
災
環
境
保
全
の
森
つ
く
り
と

し
て
進
め
る
こ
と
が
必
要
だ
。

日
本
の
伝
統
的
な
鎮
守
の
森
と
、
ま
だ
不

十
分
で
は
あ
る
が
生
命
集
団
と
環
境
と
の
か

か
わ
り
を
研
究
し
て
い
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
特

に
植
生
学
と
を
総
合
し
た
21
世
紀
の
命
の

森
、
ふ
る
さ
と
の
森
を
、
足
元
か
ら
全
国
土
、

ア
ジ
ア
、
世
界
に
広
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
役
を

と
り
ち
が
え
な
い

我
々
が
日
本
各
地
、
世

界
38
ヶ
国
を
現
地
調
査
し

た
結
果
で
は
、
今
ま
で
生

き
残
っ
て
い
る
土
地
本
来

の
多
様
な
防
災
環
境
保
全

林
の
機
能
を
果
た
す
多
層

群
落
の
森
は
地
域
の
潜
在
自
然
植
生
を
基
本

と
し
た
主
木
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
現
在

は
植
物
の
世
界
で
も
に
せ
も
の
が
横
行
し
て

い
る
。
本
物
と
は
厳
し
い
環
境
に
も
耐
え
て
、

長
持
ち
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
分
生

物
社
会
の
す
べ
て
に
通
じ
る
基
本
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
土
地
本
来
の
森
を
つ
く
る
場

合
に
そ
の
主
役
を
取
り
違
え
な
い
。
ト
ッ
プ

手
を
た
ず
さ
え
て
共
に
生
き
延
び
て
い
け
る

方
法
の
模
索
が
行
わ
れ
て
い
る
。
最
も
間
違

い
な
い
こ
と
は
か
つ
て
日
本
人
の
ふ
る
さ
と

で
あ
っ
た
が
、
い
ま
、
過
疎
化
が
進
ん
で
い

る
各
地
方
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
都
市
の

中
で
日
夜
過
ご
し
、
学
び
、
働
い
て
い
る
人

た
ち
が
新
し
い
気
力
と
健
康
を
回
復
し
、
こ

こ
ろ
を
癒
す
た
め
に
積
極
的
に
出
か
け
る
こ

と
。
残
さ
れ
た
樹
林
の
中
で
、
バ
ー
チ
ャ
ル

の
世
界
で
コ
ン
ピ
ュ
タ
ー
に
よ
っ
て
乱
れ
た

こ
こ
ろ
や
疲
れ
た
体
を
回
復
す
る
た
め
に
、

土
地
本
来
の
森
の
主
役
の
シ
イ
、
タ
ブ
、
カ

シ
類
、
山
地
で
は
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ブ
ナ
の
種
を

拾
い
、
共
に
額
に
汗
し
、
土
に
手
を
接
し
て

根
の
充
満
し
た
幼
苗
を
つ
く
る
。
翌
年
ま
た

は
翌
々
年
に
は
地
元
に
持
ち
か
え
り
、
た
と

え
狭
い
空
き
地
で
も
い
い
か
ら
植
え
て
、
本

物
の
命
の
森
を
つ
く
ろ
う
。

行
政
は
舞
台
監
督
、
市
民
が
主
役

森
を
つ
く
る
と
い
え
ば
た
い
へ
ん
な
仕
事

と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
幅
１
ｍ
で
あ
っ

て
も
ほ
っ
こ
ら
と
土
を
盛
っ
て
そ
こ
に
そ
の

土
地
の
自
然
の
森
―
潜
在
自
然
植
生
―
の
主

役
で
あ
る
シ
イ
、
タ
ブ
、
カ
シ
類
や
山
の
上

で
は
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
カ
エ
デ
類
の
根
群

の
充
満
し
た
幼
苗
を
市
民
が
主
役
と
な
り
、

１
時
間
で
１
人
10
本
以
上
植
え
る
。

県
、
市
町
村
や
各
種
団
体
、
企
業
は
黒
子

の
舞
台
監
督
で
、
植
え
る
場
所
の
選
定
や
町

と
村
の
人
た
ち
の
交
流
計
画
な
ど
を
策
定
す

る
。
限
ら
れ
た
市
域
や
町
、
村
の
空
間
で
も
、

で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
す
べ
て
の
人
た
ち
が

現
場
に
出
て
、
共
に
混
植
、
密
植
し
て
い
く
。

環
境
問
題
の
対
策
は
色
々
あ
る
が
、
今
す
ぐ

ど
こ
で
も
誰
で
も
で
き
る
の
は
、
私
た
ち
の

遺
伝
子
を
守
る
、
そ
し
て
未
来
に
続
く
防
災

環
境
保
全
林
つ
く
り
で
あ
る
。
土
地
本
来
の

森
の
主
役
の
木
を
中
心
に
幼
苗
を
自
然
の
お

き
て
で
混
植
、
密
植
す
る
。
す
ぐ
十
分
に
稲

わ
ら
、
ま
わ
り
の
草
を
マ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
す

な
わ
ち
敷
く
。
植
え
て
２
、
３
年
は
草
を
と

る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
植
え
た
翌

年
か
ら
育
樹
祭
を
計
画
す
る
。
木
を
植
え
た

市
民
は
友
人
、
家
族
た
ち
と
植
樹
祭
以
外
に

も
集
う
こ
と
。

と
っ
た
草
は
そ
の
ま
ま
林
床
に
ひ
ろ
げ
て

お
い
て
マ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
追
加
材
料
に
役
立

て
る
。
３
年
た
っ
た
ら
幼
木
の
葉
が
繁
っ
て

光
が
林
床
に
あ
ま
り
直
射
し
な
い
の
で
、
雑

草
が
生
え
な
い
。
以
後
は
自
然
の
管
理
に
任

せ
る
。
３
年
、
５
年
た
っ
て
も
管
理
費
が
か

か
る
の
は
土
地
本
来
の
森
と
は
言
え
な
い
。

足
元
か
ら
世
界
へ

緑
は
百
人
百
色
で
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
や
願

い
、
流
行
も
あ
る
。
最
も
大
事
な
こ
と
は
、

こ
の
限
ら
れ
た
国
土
で
数
千
年
来
、
と
き
に

は
火
事
、
地
震
に
お
の
の
き
な
が
ら
も
生
き

延
び
て
き
た
日
本
人
の
英
知
が
行
っ
て
き
た

世
界
に
誇
る
ふ
る
さ
と
の
木
に
よ
る
ふ
る
さ

と
の
森
で
あ
る
。
か
つ
て
、
ど
こ
の
集
落
に

も
あ
っ
た
、
そ
し
て
今
失
わ
れ
て
い
る
鎮
守

の
森
に
象
徴
さ
れ
る
本
物
の
防
災
環
境
保
全

林
を
足
元
か
ら
世
界
に
向
か
っ
て
つ
く
る
。

今
す
ぐ
ど
こ
で
も
で
き
る
一
村
一
森
運
動

は
村
や
集
落
だ
け
で
な
く
、
企
業
も
学
校
も

各
団
体
も
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、
で
き
る
と

こ
ろ
か
ら
は
じ
め
る
。
死
ん
だ
材
料
で
作
っ

た
も
の
は
時
間
と
と
も
に
劣
化
す
る
。
し
か

し
、
本
物
の
い
の
ち
の
森
は
３
年
間
草
取
り

の
管
理
を
す
れ
ば
、
あ
と
は
自
然
の
お
き
て

に
従
っ
て
、
互
い
に
限
ら
れ
た
空
間
で
競
争

し
な
が
ら
も
少
し
我
慢
し
、
種
の
特
性
に
応

21世紀の
森づくり

一
村
一
森

運
動
を
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じ
て
時
間
と
と
も
に
５
年
で
４
ｍ
、
10
年
で

８
ｍ
、
20
年
で
15
ｍ
の
高
木
、
亜
高
木
、
低

木
と
な
り
、
下
草
も
生
育
し
て
生
物
的
な
多

様
性
を
回
復
し
、
防
災
環
境
保
全
の
役
割
を

果
た
す
。
こ
の
よ
う
な
森
で
囲
ま
れ
た
空
間

こ
そ
、
植
物
の
寄
生
者
の
立
場
で
し
か
生
き

て
い
け
な
い
人
類
が
、
確
実
に
未
来
に
生
き

の
び
、
さ
ら
に
発
展
す
る
た
め
の
唯
一
の
確

実
な
戦
略
で
は
な
い
か
。

過
疎
地
域
と
都
市
を
結
ぶ
い
の
ち
の

き
ず
な
　
　
森
つ
く
り

や
り
方
と
し
て
は
自
分
の
い
の
ち
、
遺
伝

子
や
健
康
を
守
る
た
め
に
は
他
人
ま
か
せ
で

は
十
分
で
な
い
。
す
べ
て
の
市
民
が
主
役
と

な
り
、
黒
子
に
徹
し
た
行
政
、
企
業
の
リ
ー

ド
の
も
と
で
10
人
１
０
０
本
、
１
０
０
人
１

０
０
０
本
、
１
０
０
０
人
１
万
本
の
よ
う
に

植
樹
祭
を
足
元
か
ら
は
じ
め
て
い
く
。

い
ま
ま
で
国
内
で
８
０
０
ヶ
所
、
ボ
ル
ネ

オ
、
ア
マ
ゾ
ン
、
中
国
の
都
市
、
高
速
道
路

沿
い
、
農
村
の
ま
わ
り
の
半
砂
漠
地
か
ら
万

里
の
長
城
周
辺
ま
で
１
２
０
０
ヶ
所
で
行
っ

た
植
樹
祭
で
は
、
都
市
部
の
人
は
も
と
よ
り
、

地
方
の
人
も
参
加
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ア
マ
ゾ
ン

周
辺
や
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
若
者
も
老
年
者
も

女
性
も
共
に
額
に
汗
し
、
１
時
間
に
10
本
か

ら
20
本
植
え
た
。
最
初
の
１
本
は
少
し
と
ま

ど
っ
て
い
る
が
２
本
目
か
ら
は
夢
中
で
植
え

る
。
そ
し
て
雨
の
日
も
風
の
日
も
植
え
て
、

敷
き
藁
ま
で
し
て
す
べ
て
の
植
樹
作
業
を
終

え
て
帰
る
時
の
あ
の
明
る
い
笑
顔
。

万
里
の
長
城
沿
い
で
北
京
市
人
民
政
府
と

イ
オ
ン
環
境
財
団
と
の
話
し
合
い
で
２
０
０

０
年
ま
で
３
年
間
で
日
本
か
ら
３
９
０
０
人

の
身
銭
を
き
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
が
参

加
し
て
、
生
態
学
的
な
森
の
回
復
、
植
樹
活

動
を
行
っ
た
。
７
月
の
32
度
以
上
の
暑
い
と

こ
ろ
で
１
時
間
以
上
も
は
げ
山
に
向
か
っ
て

の
森
つ
く
り
で
あ
っ
た
。
東
京
か
ら
き
て
い

る
オ
フ
ィ
ス
に
勤
め
て
い
る
若
い
女
性
も
北

海
道
や
九
州
か
ら
参
加
し
て
い
る
熟
年
者
の

皆
さ
ん
も
共
に
額
に
汗
し
て
植
え
た
。

「
な
ぜ
そ
ん
な
に
一
生
懸
命
植
え
る
の
か
」

と
レ
ポ
ー
タ
ー
の
問
い
に
対
し
て
、
彼
女
達

は
汗
だ
ら
け
の
顔
を
あ
げ
て
け
ら
け
ら
笑
い

な
が
ら
明
る
く
「
一
生
に
一
度
く
ら
い
よ
い

こ
と
を
し
て
み
た
か
っ
た
で
す
。」

こ
の
市
民
の
本
能
的
と
も
い
え
る
森
つ
く

り
の
願
望
に
、
ぜ
ひ
行
政
や
企
業
・
各
団
体

の
皆
さ
ん
が
舞
台
監
督
と
な
り
、
す
べ
て
の

地
域
、
す
べ
て
の
村
、
す
べ
て
の
町
で
い
の

ち
の
森
つ
く
り
を
進
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

死
ん
だ
材
料
の
構
造
物
と
は
違
っ
て
、
た

と
え
小
さ
な
幼
苗
で
も
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
脚
本

に
従
っ
て
植
え
た
木
々
は
、
時
間
と
と
も
に

ま
す
ま
す
多
様
な
防
災
環
境
保
全
林
機
能
を

果
た
す
。
そ
れ
は
我
々
の
時
代
、
次
の
時
代

へ
と
、
よ
り
発
達
し
、
つ
な
が
れ
て
い
く
は

ず
で
あ
る
。

２
０
０
０
年
続
い
て
き
た
日
本
の
ど
こ
の

町
に
も
村
に
も
あ
っ
た
鎮
守
の
森
に
象
徴
さ

れ
る
本
物
の
い
の
ち
の
森
、
防
災
環
境
林
つ

く
り
を
都
市
域
か
ら
過
疎
地
ま
で
す
べ
て
の

地
域
で
”一
村
一
森
運
動
“と
し
て
、
足
元
か

ら
共
に
、
明
る
い
未
来
を
築
く
た
め
に
皆
ん

な
で
す
ぐ
に
計
画
し
、
は
じ
め
よ
う
で
は
な

い
か
。

・
連
絡
先
／（
財
）
国
際
生
態
学
セ
ン
タ
ー

1
０
４
５
（
６
５
１
）
７
６
９
０

●みやわき　あきら氏／昭和3年岡山県生まれ。広島文理大学卒、横浜国立大学教授、平成5年名誉教
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を行い、国内で780カ所の森づくりを手がけた。90年以降はマレーシアやブラジル、アマゾンの熱帯
林再生にとりくみ、中国の植林活動も指導中。（財）国際生態学センター（JISE）所長他。主な著書に
「植物と人間」（NHKブック）、「森よ生き返れ」（大日本図書）、「鎮守の森」（新潮社）、「緑環境と植生
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た絵本」「一期一会（武道のこころ）」「昔むかし」など。
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■
林
業
不
振
の
中
で

紅
葉
が
針
葉
樹
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
映
え
て
、

美
し
く
際
立
つ
奥
多
摩
の
山
。
江
戸
時
代
以
前
は
天

然
林
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
こ
の
森
は
、
江
戸
の
町
の

繁
栄
に
と
も
な
っ
て
、
多
く
の
薪
炭
を
生
産
し
、
建

築
用
に
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
植
林
が
始
ま
っ
た
。

昭
和
30
年
代
に
入
り
燃
料
が
石
油
に
代
わ
る
と
、

薪
炭
の
需
要
は
激
減
し
、
建
築
材
の
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ

の
需
要
が
増
え
、
人
工
林
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
ス

ギ
や
ヒ
ノ
キ
は
日
本
人
の
住
宅
に
欠
か
せ
な
い
建
築

材
と
し
て
根
付
き
、
奥
多
摩
の
森
は
そ
う
し
た
暮
ら

し
と
一
体
と
な
っ
た
山
と
し
て
存
在
し
た
。

東
京
を
東
西
に
貫
く
青
梅
街
道
が
、
武
蔵
野
を
過

ぎ
、
立
川
、
青
梅
を
抜
け
る
と
、
街
道
の
周
辺
は
間

際
か
ら
直
立
す
る
よ
う
に
切
り
立
っ
た
急
峻
な
山
々

に
囲
ま
れ
る
。
遠
目
に
は
幾
何
学
模
様
の
よ
う
に
美

し
く
、
整
然
と
し
た
山
林
が
ど
こ
ま
で
も
続
く
。

「
東
京
の
森
」
奥
多
摩
の
山
々
は
、
し
か
し
目
を
こ

ら
し
て
そ
の
山
肌
を
じ
っ
と
眺
め
て
い
く
と
、
間
伐

さ
れ
た
木
材
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
荒
れ
た
林
や
、

間
伐
さ
れ
ず
に
密
生
し
過
ぎ
た
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
暗

い
林
相
が
目
に
つ
く
。
人
が
入
ら
ず
、
手
入
れ
が
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
素
人
目
に
も
み
て
と
れ
る
。
東

京
の
山
林
は
も
う
見
放
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
瞬

そ
ん
な
暗
い
気
分
が
脳
裏
を
掠
め
る
。

そ
の
森
が
荒
廃
し
て
い
る
。

「
森
が
荒
れ
て
い
る
一
番
の
原
因
は
、
や
っ
ぱ
り
林

業
の
不
振
で
す
」
そ
う
話
す
の
は
、
奥
多
摩
町
役
場

観
光
産
業
課
農
林
水
産
係
の
原
島
滋
隆
主
査
だ
。

奥
多
摩
町
（
人
口
３
７
１
８
人
）
の
山
林
は
50
％

が
人
工
林
で
、
そ
の
80
％
以
上
が
昭
和
20
年
か
ら
40

年
に
植
林
さ
れ
た
40
年
生
以
上
の
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
。

伐
採
さ
れ
れ
ば
十
分
に
商
品
価
値
の
あ
る
木
材
と
し

て
利
用
で
き
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
安
価
な
外
国
産

材
の
輸
入
に
よ
り
国
内
の
木
材
価
格
は
10
年
前
の
三

分
の
一
ま
で
に
下
落
し
た
。
木
を
伐
る
こ
と
が
、
必

ず
し
も
利
益
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
だ
。

林
業
の
世
界
に
は
直
径
10
㎝
、
長
さ
10
m
の
木
三

東
京
の
森
を
、元
気
に
。

都
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
山
仕
事
を
サ
ポ
ー
ト

東京都の最西部、奥多

摩地域。東京都全域の

一割を占めるこの地域

を覆っているのは、広

大な面積の山林だ。都

民にとっては身近な観

光地でもあり、貴重な

水源林でもあるこの

山々が、森の様相を変

えはじめている。荒廃

しつつある東京の森、

水源の森を守ろうと、

都民ボランティアの活

動が活発になってきた。

東京都

奥多摩町
おくた ま ま ち

活動前にシカの食害防止ネット張りの指導を受ける多摩川水源森林隊

東京都の広報を見てボランティ
アに参加している町田市の池田
さん夫妻
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え
た
と
い
う
シ
カ
に
よ
る

食
害
は
、
林
業
家
に
と
っ

て
は
深
刻
な
も
の
。
こ
う

し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

る
サ
ポ
ー
ト
が
地
元
を
元

気
づ
け
、
東
京
の
森
を
守

ろ
う
と
い
う
切
実
な
想
い

は
、
地
元
に
都
市
部
に
根

を
張
り
は
じ
め
た
。

「
森
は
林
業
と
い
う
経
済
行

為
の
み
の
側
面
で
は
な
く
、

豊
か
な
水
を
供
給
し
、
災

害
を
防
ぎ
、
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
環
境
面
か
ら

も
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
再
認
識

し
た
い
で
す
ね
。
そ
ん
な
意
味
か
ら
も
放
置
さ
れ
た

森
や
人
工
林
に
広
葉
樹
を
植
え
、
豊
か
な
複
層
林
を

増
や
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
す
」
と
林
業

家
の
原
島
幹
典
さ
ん
は
話
す
。

今
や
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
と
い
え
ば
、
花
粉
症
と
い
う

悪
い
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
が
一
人
歩
き
し
て
い
る
が
、

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

山
の
手
入
れ
が
出
来
な
い
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
問
題

な
の
だ
と
原
島
さ
ん
は
い
う
。

原
島
さ
ん
所
有
の
森
林
面
積
は
50
ha
。
こ
れ
は
か

な
り
恵
ま
れ
た
方
で
、
３
０
０
０
人
近
い
組
合
員
の

い
る
東
京
都
森
林
組
合
員
の
半
数
以
上
が
5
ha
未
満

の
山
林
所
有
者
だ
。
傾
斜
の
き
つ
い
急
峻
な
山
で
の

作
業
は
、
機
械
化
も
遅
れ
、
人
件
費
が
嵩
む
。
そ
の

労
働
力
も
高
齢
化
が
進
み
、
森
林
組
合
に
39
人
い
る

作
業
班
の
平
均
年
齢
は
、
70
歳
近
い
と
い
う
。

■
水
源
の
森
を
守
ろ
う

動
き
だ
し
た
都
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

雲
ひ
と
つ
な
い
初
冬
の
日
曜
日
。
奥
多
摩
の
空
が

ひ
と
き
わ
大
き
く
広
が
る
山
の
上
に
、
数
名
の
男
女

が
集
ま
っ
た
。
普
段
は
下
草
刈
り
、
枝
打
ち
作
業
を

行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
日
は
こ
こ
数
年
急
激
に
増
え

は
じ
め
た
シ
カ
の
食
害
か
ら
山
の
苗
木
を
守
ろ
う

と
、
ネ
ッ
ト
張
り
の
作
業
が
行
な
わ
れ
た
。
呼
び
か

け
た
の
は
東
京
都
水
道
局
榎
戸
幸
由
係
長
が
隊
長
を

す
る
「
多
摩
川
水
源
森
林
隊
」。
地
下
足
袋
に
腰
に

は
大
小
の
ナ
タ
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
と
い
う
装
備
で
集
ま

っ
た
の
は
、
都
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
８
名
と
森
林
組

合
の
指
導
者
。

都
民
に
と
っ
て
は
水
源
の
森
で
も
あ
る
奥
多
摩
の

山
を
荒
廃
か
ら
守
ろ
う
と
、
こ
う
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
よ
る
活
動
は
、
最
近
特
に
大
き
な
広
が
り
を
み

せ
て
き
た
。
こ
の
日
は
他
に
も
、
森
林
を
市
民
が
支

え
る
社
会
を
目
指
す
「
森
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と

い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
も
44
名
の
参
加
者
が

そ
ろ
い
、
ハ
ト
の
巣
の
山
で
シ
カ
の
食
害
防
止
の
ネ

ッ
ト
張
り
や
枝
打
ち
、
林
道
づ
く
り
な
ど
の
林
内
整

備
の
活
動
を
行
な
っ
た
。

奥
多
摩
に
現
在
生
息
し
て
い
る
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
頭

数
は
、
約
２
５
０
０
百
頭
。
こ
の
10
年
で
20
倍
に
増

本
を
一
石
と
呼
ぶ
単
位
が
あ
る
が
、
こ
の
一
石
の
市

場
で
の
売
値
は
５
０
０
０
円
。
そ
し
て
こ
の
一
石
を

山
か
ら
麓
へ
運
び
だ
す
経
費
は
な
ん
と
４
０
０
０
円

も
か
か
る
と
い
う
の
だ
。
一
本
が
１
０
０
０
円
に
も

な
ら
な
い
木
材
に
、
人
件
費
を
か
け
て
ま
で
出
荷
し

よ
う
と
い
う
林
業
家
は
少
な
い
。

そ
こ
に
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
世

代
交
代
・
後
継
者
不
足
が
続
く
。原
島
さ
ん
は
い
う
。

「
植
林
さ
れ
た
時
期
か
ら
40
〜
50
年
が
経
過
し
、
丁

度
今
が
世
代
交
代
の
時
期
な
の
で
す
が
、
後
継
者
の

３
割
が
都
市
部
へ
移
住
し
て
い
ま
す
ね
。
こ
こ
に
住

ん
で
い
て
も
今
や
林
業
で
食
べ
て
い
く
の
は
ほ
と
ん

ど
不
可
能
で
し
ょ
う
」

■
暗
い
森
、
表
土
の
流
出

山
の
中
を
歩
い
て
み
る
と
、
手
入
れ
が
行
な
わ
れ

ず
に
密
生
し
す
ぎ
た
ス
ギ
の
林
や
、
間
伐
し
た
木
材

が
麓
に
運
び
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
た
ま
ま

の
、
荒
れ
た
惨
状
に
改
め
て
驚
く
。
過
密
に
な
っ
た

林
内
は
地
表
に
光
が
差
し
込
ま
な
い
た
め
、
表
土
を

覆
う
下
草
が
繁
茂
で
き
ず
、
雨
が
降
る
た
び
表
土
が

流
出
。
崩
壊
や
土
砂
崩
れ
の
危
険
を
孕
み
、
森
の
持

つ
公
益
的
な
機
能
さ
え
も
危
う
く
な
っ
て
い
る
と
い

う
現
状
だ
。
ま
た
、
伐
採
し
た
ま
ま
の
木
材
は
水
害

時
に
転
げ
落
ち
た
り
、
沢
を
ふ
さ
ぐ
な
ど
、
二
次
災

害
も
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。

き
ち
ん
と
手
入
れ
さ
れ
た
本
来
の
人
工
林
と
は
ど

ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
奥
多
摩
に
住
む
林
業
家
で

森
林
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
で
も
あ
る
原
島
幹
典
さ
ん

に
訊
い
て
み
た
。

「
適
切
な
管
理
が
さ
れ
た
森
は
間
伐
さ
れ
、
余
分
な

枝
も
払
わ
れ
る
た
め
光
が
十
分
に
入
り
、
明
る
い
で

す
ね
。
本
来
こ
う
し
た
人
工
林
は
良
質
な
木
材
を
持

続
的
に
再
生
産
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、

吸
着

機
能
も
広
葉
樹
の
森
よ
り
ス
ギ
の
若
い
人
工
林
の
ほ

う
が
遥
か
に
高
く
、
地
球
温
暖
化
防
止
に
も
十
分
役

立
っ
て
い
る
ん
で
す
」

CO2

森を学習・交流の場に①

右／間伐されず放置された
林内は暗く下草も生えない
左／さまざまな森の活動に
参加できる「体験の森」と
奥多摩町都民の森課・山田
彰さん
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■
奥
多
摩
産
ロ
グ
ハ
ウ
ス
は
植
林
か
ら

加
工
ま
で

Ｊ
Ｒ
青
梅
線
川
井
駅
近
く
、
多
摩
川
支
流
の
流
れ

に
沿
っ
て
し
ゃ
れ
た
住
宅

が
点
在
す
る
。
奥
森
ハ
ウ

ス
株
式
会
社
が
売
り
出
し

た
川
井
グ
リ
―
ン
ヴ
ィ
レ

ッ
ジ
だ
。
そ
の
中
の
一
軒

が
鈴
木
明
・
よ
し
え
さ
ん

の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
。
山
の
斜

面
を
一
望
で
き
る
沢
沿
い

に
建
て
ら
れ
た
、
風
格
の

あ
る
そ
の
家
は
、
植
栽
か

ら
加
工
ま
で
を
一
貫
し
た

シ
ス
テ
ム
で
行
な
う
奥
森

ハ
ウ
ス
株
式
会
社
の
自
信

作
だ
。

奥
森
ハ
ウ
ス
は
東
京
都

森
林
組
合
の
一
部
出
資
に

よ
る
生
産
・
販
売
会
社

で
、
地
元
産
の
木
材
を
使

っ
た
ロ
グ
ハ
ウ
ス
や
一
般
住
宅
、
公
共
施
設
を
広
く

手
掛
け
て
い
る
。

「
湿
気
さ
え
気
を
つ
け
れ
ば
、
木
の
家
は
一
生
も
の

で
す
」
と
清
水
文
治
専
務
は
胸
を
張
る
。

植
林
か
ら
始
ま
る
奥
森
ハ
ウ
ス
の
生
産
体
系
は
、

木
を
知
り
尽
く
し
た
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
多
い
こ
の

町
な
ら
で
は
の
特
異
性
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

東
京
都
の
試
算
で
は
、
奥
多
摩
の
山
の
木
材
を
今

後
10
年
間
伐
採
す
る
と
、
約
10
万
戸
の
住
宅
が
建
設

可
能
だ
と
い
う
。

大
都
市
に
隣
接
し
た
奥
多
摩
の
森
は
、
東
京
と
い

う
大
き
な
市
場
を
控
え
た
森
で
も
あ
る
。
豊
か
な
森

が
地
域
の
象
徴
だ
っ
た
こ
の
町
に
と
っ
て
、
林
業
へ

の
新
た
な
模
索
は
常
に
大
き
な
課
題
だ
。
町
発
注
の

公
共
施
設
は
、
可
能
な
限
り
地
場
産
材
を
使
っ
た
木

造
建
設
と
し
て
き
た
。伐
採
し
た
木
の
搬
出
費
用
に
、

助
成
金
を
出
す
こ
と
も
新
た
に
決
定
し
た
。
さ
ら
に

出
荷
先
も
枠
を
広
げ
、
地
場
産
材
の
積
極
的
な
活
用

を
、
町
は
奨
励
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
構
え
だ
。

観
光
資
源
、
環
境
保
全
と
い
う
森
の
機
能
が
よ
り

充
実
し
て
い
く
た
め
に
も
、
林
業
が
本
来
の
健
全
な

サ
イ
ク
ル
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と
が
、
森
の
再
生

に
繋
が
る
の
だ
と
地
域
の
人
は
考
え
て
い
る
。

手
つ
か
ず
の
大
自
然
と
は
、
対
極
に
あ
る
か
も
し

れ
な
い
林
業
の
森
。
し
か
し
そ
の
森
は
、
人
々
の
営

み
の
中
に
根
づ
き
、
暮
ら
し
の
中
で
親
し
ま
れ
て

き
た
身
近
で
豊
か
な
森
だ
っ
た
。
そ
ん
な
か
つ
て
の

森
が
、
再
び
こ
の
東
京
の
山
々
に
甦
る
日
を
、
都
民

の
熱
い
視
線
が
見
守
っ
て
い
る
。

・
奥
多
摩
町
観
光
産
業
課
農
林
水
産
係

1
０
４
２
８（
83
）２
１
１
１

・
奥
森
ハ
ウ
ス（
株
）
1
０
４
２
８（
83
）３
０
８
９

・
東
京
都
水
道
局
多
摩
川
水
源
森
林
隊

1
０
４
２
８（
83
）２
０
４
５

文
／
金
山
淑
子
　
カ
メ
ラ
／
小
林
　
恵

ナタを使った高度技術をこなす女性メンバーも多い「森づくりフォーラム」入山前にヘビやハチ等の注意を受ける

昨年植樹した小留浦水源の森の点検と下草刈り

哲
学
を
も
っ
て
森
と
向
き
合
う
林
業

家
原
島
幹
典
さ
ん
（
右
）
と
、
森
づ
く

り
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
地
元
窓
口
を
す
る

原
島
俊
二
さ
ん
（
左
）

奥森ハウスが売り出した家、木
の香り溢れるログハウスの日々
を楽しむ鈴木さん



足
尾
銅
山

「
公
害
の
原
点
」
か
ら

「
環
境
共
生
の
発
信
地
」
へ

森
を
学
習
・
交
流
の
場
に
②

渡良瀬川最上流部に位置する栃
木県上都賀郡足尾町。銅山が閉
山し31年、過疎高齢化の進む町
には、「負の遺産」と呼ばれる製
錬所の煙害で森を失った広大な
禿山が今も残る。禿山にはもう
100年以上前から国と県で植林
が行われているが、しかし豊か
な森が蘇るには、さらに何百年
という歳月が必要だという。
近年、その足尾銅山の禿山を舞
台に、公害の歴史の延長線上と
して「環境創造」を目指す人々
の働きが活発だ。
文・カメラ／石井雅義

足尾に緑を育てる会の植樹会は、今では700人以上の参
加者が4000本の苗木を植えるまでに活動が広がった
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後
も
毎
年
植
樹
活
動
は
地
道
に
続
け
ら
れ
て
き
た
。

活
動
の
始
ま
る
前
は
、
石
こ
ろ
ば
か
り
が
転
が
る

し
ん
と
静
ま
り
返
っ
て
い
た
大
畑
沢
の
荒
廃
地
。
そ

れ
が
植
樹
を
続
け
て
８
年
、
今
で
は
、
訪
れ
る
た
び

に
大
き
く
な
っ
て
い
る
木
々
の
さ
わ
や
か
な
緑
が
皆

の
心
を
励
ま
し
、
ま
た
以
前
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
野

鳥
の
さ
え
ず
り
が
耳
に
優
し
く
語
り
か
け
て
く
る
。

草
地
で
は
ト
ン
ボ
や
チ
ョ
ウ
が
飛
び
交
い
、
コ
ガ
ネ

虫
は
一
心
に
花
の
蜜
を
吸
い
続
け
て
い
る
。
夏
の
草

刈
り
の
日
、
旺
盛
に
伸
び
た
下
草
を
か
き
分
け
て
み

る
と
、そ
こ
に
は
可
愛
ら
し
い
ウ
グ
イ
ス
の
巣
が
…
。

荒
廃
地
の
な
か
で
は
ほ
ん
の
狭
い
一
角
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
こ
の
大
畑
沢
の
植
樹
地
は
、
市
民
ら
の

力
に
よ
っ
て
森
の
は
じ
ま
り
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し

た
の
で
あ
る
。

怨
念
を
越
え
て

足
尾
銅
山
の
緑
の
再
生
を
市
民
の
力
で
試
み
る

心
に
木
を
植
え
よ
う

「
こ
の
広
大
な
荒
廃
地
の
な
か
で
、
私
た
ち
の
植
林

は
ど
れ
だ
け
の
成
果
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
植

え
て
も
枯
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も

足
尾
の
大
地
に
木
を
植
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た

ち
の
心
に
木
を
植
え
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で

す
。」今

も
緑
戻
ら
ぬ
禿
山
の
真
只
中
で
、
３
５
０
人
余

り
の
参
加
者
ら
は
、
た
っ
た
今
植
え
た
ば
か
り
の
苗

木
た
ち
の
頼
り
な
く
立
ち
並
ぶ
植
林
地
を
見
上
げ
な

が
ら
、
主
催
者
の
希
望
と
絶
望
の
入
り
交
じ
っ
た
ス

ピ
ー
チ
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。こ
れ
は
足
尾
銅
山
で
、

平
成
７
年
よ
り
始
め
ら
れ
た
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
足
尾
に
緑
を
育
て
る
会
」の
植
樹
活
動
の
、
３
年
目

の
春
の
植
樹
会
で
の
光
景
だ
。
こ
の
草
木
の
死
に
絶

え
た
大
地
に
、
市
民
た
ち
の
手
で
本
当
に
植
え
た
木

が
根
付
く
の
か
、
大
き
な
不
安
を
抱
え
な
が
ら
そ
の

「
足
尾
に
緑
を
育
て
る
会
」

は
、
足
尾
町
と
渡
良
瀬
川

下
流
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
市

民
活
動
グ
ル
ー
プ
の
長
年

の
交
流
が
実
り
結
成
さ
れ

た
も
の
だ
。

そ
れ
以
前
か
ら
「
足
尾

鉱
毒
」
の
被
害
地
を
拠
点

と
す
る
渡
良
瀬
川
下
流
域

の
市
民
グ
ル
ー
プ
は
、
公

害
の
教
訓
を
現
代
へ
伝
え

て
ゆ
こ
う
と
活
動
を
展
開
し
、
ま
た
足
尾
町
の
市
民

グ
ル
ー
プ
は
、
閉
山
後
過
疎
高
齢
化
の
進
む
町
の
行

く
末
を
案
じ
、
そ
の
振
興
策
を
模
索
す
る
活
動
を
続

け
て
き
た
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
草
の
根
的
な
活
動
を

続
け
な
が
ら
も
「
現
代
に
と
っ
て
足
尾
と
は
」
と
い

う
共
通
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
集
い
、意
見
を
交
わ
し
、

時
に
は
イ
ベ
ン
ト
を
共
催
し
て
き
た
。
そ
の
長
年
の

山肌を平らに削り並べられた「植生土のう」から芽を出す草。
地面からは雑草も生えてこない

緑化工事は国と県で100年以上前から実施、
草の種の入ったシートを山肌に張り付ける

平成8年5月、禿山に植木やスコップを持った人々が集ま
った。「足尾に緑を育てる会」の植樹活動がスタートした
下/夏の草刈りデーに首都圏から小学生も多数参加

緑化の進んだ大畑沢では最近鳥
や昆虫がよく見られるようになった

共催団体「渡良瀬川にサケを放す会」では下
流域で昭和57年よりサケの放流を続けている
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交
流
が
、
足
尾
に
木
を
植
え
る
と
い
う
ア
ク
シ
ョ
ン

へ
と
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。

人
々
の
中
に
は
、
鉱
毒
根
絶
を
訴
え
田
中
正
造
と

と
も
に
闘
っ
た
祖
先
を
持
つ
者
も
い
れ
ば
、
谷
中
村

の
消
滅
と
と
も
に
一
家
が
離
散
し
て
し
ま
っ
た
祖
先

を
持
つ
者
も
い
る
。
足
尾
町
の
人
と
て
、
暗
く
重
す

ぎ
る
公
害
の
歴
史
と
、「
負
の
遺
産
」
禿
山
の
痛
々

し
い
風
景
を
背
負
っ
て
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
公
害
に
よ
る
人
々
の
心
の
傷
は
、
今
で
も
決
し

て
癒
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。
し
か
し
人
々
は
そ
れ

ぞ
れ
の
思
い
を
後
世
へ
伝
え
る
た
め
に
、
力
を
合
わ

せ
て
木
を
植
え
る
。
森
を
育
て
る
こ
と
で
、
環
境
の

か
け
が
え
の
な
さ
を
現
代
に
訴
え
る
。
そ
の
公
害
の

怨
念
を
越
え
た
植
樹
活
動
は
大
き
な
共
感
を
呼
び
、

今
で
は
渡
良
瀬
川
流
域
を
越
え
た
あ
ら
ゆ
る
人
々
へ

「
現
代
に
と
っ
て
足
尾
と
は
何
か
」
と
問
い
か
け
な

が
ら
、
肌
で
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
体
験
学

習
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。

民
と
官
　
同
じ
願
い
の
も
と
に

足
尾
の
山
々
は
、
過
去
70
年
以
上
も
の
間
製
錬
所

か
ら
の
亜
硫
酸
ガ
ス
を
浴
び
続
け
た
た
め
に
緑
を
失

い
、
表
土
は
流
さ
れ
地
層
は
露
出
し
、
生
態
系
本
来

の
復
元
力
ま
で
も
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
栄

養
が
無
く
酸
性
化
し
た
山
肌
へ
そ
の
ま
ま
木
を
植
え

よ
う
と
し
て
も
、
ま
ず
確
実
に
根
付
か
な
い
。
そ
れ

ば
か
り
か
、
岩
盤
の
風
化
に
よ
る
落
石
も
多
く
、
作

業
そ
の
も
の
が
危
険
で
す
ら
あ
る
。

こ
の
過
酷
な
環
境
で
「
足
尾
に
緑
を
育
て
る
会
」

が
植
樹
活
動
を
続
け
て
ゆ
く
に
は
、
営
林
署
や
植
林

業
者
、
ま
た
緑
化
の
専
門
家
や
研
究
者
ら
の
協
力
が

欠
か
せ
な
い
。
そ
の
な
か
で
も
大
き
い
の
が
国
土
交

通
省
と
の
提
携
だ
。
国
土
交
通
省
渡
良
瀬
河
川
事
務

所
足
尾
砂
防
出
張
所
で
は
、「
足
尾
に
緑
を
育
て
る

会
」
の
参
加
者
の
増
加
と
と
も
に
毎
年
広
が
り
続
け

る
植
樹
地
を
、
市
民
ら
が
よ
り
安
全
に
植
樹
が
出
来

る
よ
う
事
前
に
基
盤
整
備
工
事
を
す
る
な
ど
、
全
面

的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
支
援
に

は
、
足
尾
砂
防
出
張
所
の
所
員
ら
の
、「
足
尾
」
と

い
う
特
別
な
土
地
で
の
業
務
に
対
す
る
大
き
な
熱
意

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

足
尾
砂
防
出
張
所
で
は
平
成
５
年
度
よ
り
、
砂
防

事
業
へ
の
広
報
活
動
の
一
環
と
し
て
、
小
中
学
校
を

は
じ
め
一
般
市
民
の
体
験
植
樹
の
申
し
込
み
を
受
け

入
れ
て
き
た
。

「
私
が
最
初
足
尾
に
訪
れ
た
時
、
こ
れ
が
本
当
に
日

本
か
！
と
大
変
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
そ
う
誰
も

が
感
じ
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
足
尾
に
は
あ
り
ま
す
。」

と
語
る
出
張
所
所
長
鶴
巻
和
芳
氏（
43
）は
、
平
成

12
年
に
就
任
以
降
、
こ
の
市
民
の
体
験
植
樹
を
ま
た

と
な
い
総
合
環
境
学
習
の
場
と
し
て
位
置
付
け
、
そ

の
充
実
に
力
を
注
い
で
い
る
。
小
学
校
の
体
験
植
樹

で
は
、
ま
ず
事
前
に
学
校
へ
資
料
を
送
り
足
尾
の
公

害
に
つ
い
て
予
習
を
し
て
も
ら
う
。
そ
し
て
現
地
で

は
荒
廃
地
を
見
渡
し
な
が
ら
、
森
が
失
わ
れ
た
因
果

関
係
、
砂
防
の
必
要
性
や
環
境
共
生
の
大
切
さ
を
レ

ク
チ
ャ
ー
す
る
。
そ
れ
か
ら
木
を
植
え
る
作
業
に
よ

り
環
境
破
壊
の
現
場
を
肌
で
感
じ
て
も
ら
い
、
そ
の

後
も
学
校
へ
帰
っ
て
か
ら
感
想
文
や
ア
ン
ケ
ー
ト
を

書
い
て
送
っ
て
も
ら
う
。「
子
供
た
ち
の
木
を
植
え

る
こ
と
に
よ
る
心
の
成
長
が
分
か
る
の
が
と
て
も
嬉

し
い
。
公
共
事
業
で
こ
れ
だ
け
や
り
が
い
の
あ
る
職

場
は
そ
う
な
い
で
し
ょ
う
。」

こ
の
体
験
植
樹
は
口
コ
ミ
で
広
ま
る
と
と
も
に
足

尾
に
緑
を
育
て
る
会
の
植
樹
活
動
へ
の
共
感
も
重
な

り
、
毎
年
う
な
ぎ
上
り
に
申
し
込
み
が
増
え
続
け
、

上／足尾に緑を育てる会、会長の神山英昭氏
下／足尾砂防出張所鶴巻和芳所長

上/煙害で緑を失った松木沢の山肌。木の根だけが残る
下/一度雨が降ると地表がむき出しの山から土砂が流れ
高さ2ｍの橋を埋めることもある
足尾銅山製錬所跡は放置され、お年寄りの住む家が残った
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平
成
15
年
で
は
小
中
学
生
か
ら
成
人
ま
で
89
団
体
、

５
０
２
７
人
が
体
験
植
樹
し
た
。
所
員
総
出
で
万
全

の
体
制
で
対
応
す
る
た
め
、
通
常
の
業
務
が
止
ま
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
。
ま
た
、
行
政
機
関

の
研
修
会
で
足
尾
を
訪
れ
た
人
々
へ
も
、
体
験
植
樹

を
日
程
に
組
み
込
む
よ
う
勧
め
て
い
る
と
い
う
。

「
木
を
植
え
て
も
ら
え
ば
、
絶
対
に
足
尾
の
こ
と
を

忘
れ
な
い
か
ら
。」
と
熱
く
語
る
鶴
巻
所
長
の
言
葉

は
印
象
的
だ
。

足
尾
砂
防
出
張
所
で
は
、
平
成
14
年
か
ら
「
足
尾

に
緑
を
育
て
る
会
」
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
し
た
こ
と
を

受
け
て
体
験
植
樹
の
業
務
委
託
を
依
頼
し
、
ま
た

「
足
尾
に
緑
を
育
て
る
会
」
で
は
、
樹
木
の
勉
強
会

を
開
き
体
験
植
樹
ス
タ
ッ
フ
の
育
成
を
は
か
る
な

ど
、
両
者
は
環
境
保
全
を
訴
え
る
と
い
う
同
じ
目
的

の
も
と
に
連
携
を
強
め
て
い
る
。

環
境
創
造
の
町
へ
向
け
て

足
尾
町
で
は
、
銅
山
閉
山
と
と
も
に
過
疎
高
齢
化

が
進
み
、
昭
和
48
年
の
閉
山
時
に
は
８
６
９
９
人
で

あ
っ
た
人
口
も
現
在
で
は
３
５
２
１
人
に
ま
で
減

り
、
そ
の
う
ち
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
比
率
が
40
％

を
越
え
る
。

そ
ん
な
中
、「
足
尾
に
緑
を
育
て
る
会
」
会
長
神

山
英
昭
さ
ん（
66
）は
”足
尾
中
高
年
青
年
団
“と
い

う
考
え
方
を
提
唱
す
る
。「
過
疎
高
齢
化
の
進
む
町

で
、
数
限
ら
れ
た
若
者
た
ち
に
ば
か
り
期
待
し
て
い

て
は
、
負
担
を
増
や
す
ば
か
り
で
か
わ
い
そ
う
。
そ

の
分
、
定
年
後
の
時
間
に
余
裕
の
あ
る
中
高
年
の
が

ん
ば
り
が
町
に
と
っ
て
は
必
要
」
と
い
う
。
事
実
、

元
気
な
活
動
を
支
え
る
ス
タ
ッ
フ
の
ほ
と
ん
ど
が
中

高
年
だ
。
若
者
も
増
や
し
た
い
の
で
は
と
い
う
質
問

に
は
「
近
視
眼
的
で
な
く
、
広
い
視
野
で
息
の
長
い

活
動
を
す
れ
ば
、
次
世
代

へ
自
然
と
引
き
継
い
で
ゆ

け
る
は
ず
。
そ
の
た
め
に

今
わ
れ
わ
れ
が
や
る
べ
き

こ
と
を
や
る
」
と
い
う
答

え
が
頼
も
し
い
。

行
政
で
は
以
前
か
ら
、

町
全
体
を
歴
史
博
物
館
化

す
る
「
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
構
想
」
を
掲
げ
て
い

る
が
、
財
政
的
な
困
難
も

続
き
、
よ
う
や
く
産
業
遺

跡
の
各
所
に
小
さ
な
案
内

板
が
設
置
さ
れ
た
程
度
。

毎
年
一
万
人
近
く
が
訪
れ

る
修
学
旅
行
者
へ
の
宿
泊

や
研
修
施
設
の
整
備
も
進

ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。

他
に
具
体
的
な
活
性
化
へ

の
振
興
策
も
な
く
、
過
疎

高
齢
化
に
歯
止
め
が
か
か

ら
な
い
と
い
う
の
が
町
の

現
実
だ
。

一
方
同
じ
「
環
境
創
造
」
を
掲
げ
な
が
ら
、
市
民
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
「
足
尾
に
緑
を
育
て
る
会
」
の
活
動
と
、

そ
れ
と
提
携
し
な
が
ら
の
国
土
交
通
省
足
尾
砂
防
出

張
所
の
体
験
植
樹
は
、
閉
塞
感
漂
う
行
政
と
は
対
照

的
に
、
環
境
の
時
代
の
追
い
風
に
乗
り
な
が
ら
、
毎

年
実
に
多
く
の
人
々
を
足
尾
へ
と
呼
び
寄
せ
て
い
る
。

民
・
官
・
行
政
が
同
じ
「
環
境
創
造
」
と
い
う
理

念
の
も
と
に
一
体
と
な
り
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ

か
ら
が
「
公
害
の
町
足
尾
」
か
ら
「
環
境
共
生
の
発

信
地
、
足
尾
」
と
し
て
、
町
全
体
を
も
巻
き
込
ん
だ

本
当
の
活
性
化
が
は
じ
ま
る
と
期
待
し
た
い
。

・
足
尾
に
緑
を
育
て
る
会
1
０
２
８
８（
93
）２
１
８
０

・
渡
良
瀬
川
河
川
事
務
所
足
尾
砂
防
出
張
所

1
０
２
８
８（
93
）２
１
５
１

煙害の最も著しい渡良瀬川最上流の松木渓谷は、公害の
象徴として一部を緑化せず残すことが決まった

建て替えが進む銅山長家社宅
“粘土団子”から収穫した大根を喜ぶ



北
限
の
ブ
ナ
自
生
林

「
歌
才
ブ
ナ
林
」北
海
道
黒
松
内
町

歌
才
ブ
ナ
林
は
、
ブ
ナ
自
生
北
限

地
帯
「
黒
松
内
低
地
帯
」
の
中
央
に

位
置
し
、
標
高
40
〜
１
６
０
ｍ
の
朱

大
川
左
岸
の
丘
陵
地
斜
面
92
・
43
ha

に
あ
り
、
樹
齢
１
５
０
年
以
上
の
ブ

ナ
が
約
１
万
本
自
生
し
て
い
る
。
地

衣
類
の
模
様
が
つ
い
た
白
っ
ぽ
い
幹

に
緑
の
葉
を
た
っ
ぷ
り
茂
ら
せ
た
ブ

ナ
は
、
雪
深
い
長
い
冬
を
乗
り
越
え

て
き
た
樹
な
ら
で
は
の
感
動
に
あ
ふ

れ
、
中
に
は
樹
齢
２
０
０
年
以
上
の

ブ
ナ
の
大
木
や
直
径
２
ｍ
の
ミ
ズ
ナ

ラ
の
巨
木
も
自
生
し
て
い
る
。
ま
た
、

多
雪
地
帯
の
森
と
し
て
の
特
長
を
形

成
し
て
お
り
、
ハ
イ
イ
ヌ
ガ
ヤ
、
ヒ

メ
モ
チ
等
の
地
を
這
う
常
緑
低
木
が

多
く
、
林
床
は
ク
マ
イ
ザ
サ
が
生
え
、

ト
ド
マ
ツ
や
エ
ゾ
ア
ジ
サ
イ
、
ト
リ

ア
シ
シ
ョ
ウ
等
の
北
海
道
特
有
の
植

物
が
混
生
し
て
い
る
。

ブ
ナ
林
は
本
州
か
ら
海
を
渡
っ
て
渡

島
半
島
に
広
く
分
布
し
た
が
、
明
治
以

降
の
開
拓
で
そ
の
殆
ど
が
伐
採
さ
れ

た
。
大
正
12
年
に
北
海
道
大
学
の
新
島

教
授
ら
の
保
護
活
動
に
よ
り
、
昭
和
３

年
に
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ

た
。
そ
の
後
も
何
度
か
伐
採
の
危
機
や

天
然
記
念
物
指
定
解
除
の
動
き
が
あ
っ

た
が
、
学
者
や
地
元
住
民
の
熱
心
な
運

動
で
今
日
ま
で
原
生
的
な
森
林
と
し
て

保
全
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ナ
林
の
周
辺
に

は
ブ
ナ
セ
ン
タ
ー
、
歌
才
自
然
の
家
、

ミ
ニ
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
青

少
年
の
森
林
学
習
・
研
修
の
場
に
な
っ

て
い
る
。
北
海
道
観
光
の
折
に
は
ぜ
ひ

訪
ね
て
み
た
い
。

黒
松
内
町
役
場
企
画
調
整
課

1
０
１
３
６
（
72
）
３
３
１
１

「
森
を
貸
し
ま
す
」

福
島
県
只
見
町
た
も
か
く(

株)

た
も
か
く
（
只
見
町
木
工
加
工
共
同

組
合
）
で
は
早
く
か
ら
雑
木
林
や
里
山

を
都
市
の
人
に
分
譲
し
た
り
交
流
活
動

を
行
っ
て
き
た
が
、
都
会
人
の
出
資
に

よ
り
放
置
し
て
い
る
雑
木
林
を
買
収
し

入
会
権
を
分
譲
す
る
制
度
で
は
、
８
年

間
に
５
２
０
人
が
株
主
と
な
り
出
資
金

は
１
億
４
０
０
０
万
円
、
買
収
森
林
は

40
万
坪
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
森
は
株

主
以
外
の
人
に
も
20
年
間
の
入
会
権
と

管
理
料
の
セ
ッ
ト
で
販
売
さ
れ
て
い

る
。
い
ら
な
い
本
を
定
価
の
１
割
で
引

き
取
り
１
坪
の
森
と
交
換
す
る
ユ
ニ
ー

ク
な
試
み
も
３
年
間
で
80
万
冊
の
本
が

集
ま
り
、３
万
坪
の
土
地
と
交
換
し
た
。

会
員
に
な
る
と
森
は
「
自
分
の
森
」
と

し
て
好
き
な
時
に
好
き
な
よ
う
に
利
用

で
き
る
が
、
下
草
刈
り
等
し
て
手
入
れ

す
る
人
が
多
く
、
町
の
森
林
保
全
事
業

の
活
性
剤
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

た
も
か
く（
株
）

1
０
２
４
１（
82
）２
９
４
４

●
林
業
で
働
き
た
い
人
は

各
県
の
林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ

ン
タ
ー
へ

か
つ
て
は
３
Ｋ
（
つ
ら
い
、
汚
い
、

危
険
）
と
い
わ
れ
た
林
業
の
作
業
だ

が
、
近
年
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
駆
使

し
た
高
性
能
林
業
機
器
で
つ
ら
い
作

業
か
ら
解
放
さ
れ
、
安
全
で
効
率
が

よ
く
な
っ
た
。
雇
用
状
況
も
、
年
間

を
通
じ
て
の
採
用
が
増
え
、
賃
金
も

本
採
用
に
な
る
と
役
場
職
員
に
準
ず

る
給
与
で
各
種
保
険
に
も
加
入
、
週

40
時
間
（
週
休
２
日
制
）
も
定
着
し
て

き
て
い
る
。

体
力
に
自
信
が
あ
り
、
林
業
に
関

心
を
持
ち
田
舎
や
自
然
で
暮
ら
し
た

い
人
は
、
希
望
す
る
県
や
町
村
へ
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
を
。
林
業
労
働

力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
は
全
国
森
林

組
合
連
合
会
内
に
あ
り
、
各
県
ご
と

に
林
業
担
い
手
育
成
窓
口
を
設
置
し

て
い
る
。
北
海
道
は
（
社
）
北
海
道
造

林
協
会
、
青
森
県
は
（
財
）
青
い
森
振

興
公
社
、
岩
手
県
は
（
財
）
岩
手
県
林

業
労
働
対
策
基
金
と
名
称
が
県
毎
に

異
な
る
た
め
、
問
い
合
わ
せ
は
東
京

の
本
部
・
林
業
労
働
力
支
援
全
国
セ

ン
タ
ー
へ
。

1
０
３
（
３
２
９
４
）
９
７
１
９

●
フ
ェ
ア
に
参
加
し
て
情
報
を

Ｉ
・
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
森
林
作
業
に

従
事
し
た
人
の
多
く
が
「
Ｉ
・
Ｕ
タ

ー
ン
フ
ェ
ア
」
や
「
グ
リ
ー
ン
フ
ェ

ア
」
等
に
出
か
け
て
情
報
を
得
て
い

る
。
全
国
森
林
組
合
連
合
会
で
は
昨

年
第
１
回
「
森
林
へ
行
こ
う
よ
２
０

０
３
」
を
開
催
、
森
林
に
関
す
る
各

県
の
情
報
コ
ー
ナ
ー
や
間
伐
材
を
使

っ
た
家
や
木
製
品
の
展
示
等
を
行
い

好
評
を
博
し
た
。
今
年
の
フ
ェ
ア
開

催
は
未
定
。

●
木
や
間
伐
材
を
活
用
し
よ
う

日
本
の
林
業
を
発
展
さ
せ
る
た
め

に
は
、
国
産
の
木
の
家
、
木
製
品
の

活
用
が
求
め
ら
れ
る
。
間
伐
材
を
使

っ
た
住
宅
関
連
用
品
や
道
路
や
河
川

で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
替
わ
る
建
築
材

と
し
て
丸
太
の
人
気
が
出
て
き
て
い

る
。

問
い
合
わ
せ
は
全
国
森
林
組
合
連
合
会

1
０
３
（
３
２
９
４
）
９
７
１
１
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▲ブナ林が好きで、かつてブナ樹林があったという
場所を10数年来全国各地へ訪ねている。残念ながら
里に近い場所はほぼ全滅、奥地も大半が人手が入り
原生林の形態を失っていた。白神には毎年行ってい
たが、世界遺産指定で観光客が多くなり会いたかっ
た樹は元気がなく、樹々たちと会話を楽しむ雰囲気
はない。森林への市民の関心が高まることは結構だ
が、原生林や生態系保護林の入山や観光化には慎重
を期し一定の規制もして欲しい。
▲日本人はなぜか桜が好きで、山の中まで桜を植え
たがる。信州の山の中の小さな湖は、近くに宿舎が
出来たのを機に、広葉樹は湖面を落葉が汚すからと
すべてを伐採、芝生にして住民の寄付で桜を植えた。
木には「病床の母に捧ぐ　○子」といった板切れが
全部についている。神秘の森と湖は消え人間臭い広
場に変身した。ブナで観光化しているある村でも最
近ブナではなく子供たちの名札をつけた桜並木を新
設した。宮脇昭先生が「ふるさとの木によるふるさ
との森づくり」を提案している。自然林と手入れさ
れたスギやヒノキ林、そして地域の森、これらが繋
がって真に豊かな森林体系が確立、野生動物も共生
していけるのではないかと思う(A&T)

INFORMATION

●
森
を
学
習
・
交
流
の
場
に

平成15年度ビデオ完成！

星の里　杣
そま

の里
（29分カラー）

「豊かな自然、伝統文化等の地域資源を生
かした観光地」をテーマに、福岡県の南部に
位置し、山地にある2つの村における、かけ
がえのない自然環境を大切に守りながら、都
市との交流を進める村の人たちの活気ある姿
を紹介しました。
星の里・星野村／ふるさとの緑側で都会の

人をもてなす
杣の里・矢部村／都会人に贈る秘境の宝もの
この作品を多くの方々にご覧いただいて、

ぜひ、星の里、杣の里を訪れて自然や暖かい
村の人たちとのふれあいを楽しんでいただき
たいと願い制作しました。
なお、このビデオは全国のＣＡＴＶで放映

される予定です。

製作・著作／社団法人日本観光協会
「全国広域観光振興事業」

企画・監修／全国過疎地域自立促進連盟
制作／桜映画社
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