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長
年

あ

る
特
定

の
地
域

を
対
象
と
し

た
調
査
研
究

に
従
事
し

て
い

る
と

、
そ

の
地
域
の
論
理

が
発
想

の

規
範
と
な

っ
て
く

る
。
日
本

か
ら
東
南

ア
ジ

ア
、
そ

し

て
西

ア
フ
リ
カ
へ
と
現
場
を
移
し

て
い
っ
た
私

に

と
っ
て
、
当
初
は
日
本
の
常
識
の
当
て
は
ま
ら
な
か
っ

た
東
南

ア
ジ

ア
で
あ
っ
た
も

の
が
、
い

つ
し

か
東

南

ア
ジ
ア
か
ら
み

て
奇
妙

な
日
本
へ
と
逆
転
し
て
し

ま
っ

た
。
さ

ら

に
西

ア
フ
リ

カ
に
足

を
運
ぶ
頻
度

が
高

ま

る
に
つ
れ
、
東

南

ア
ジ
ア
も
ま
た
相
対
化
さ
れ

つ

つ

あ
る
。

か
く
も
視
座

の
定

ま
ら
な
い
こ

と
の
是
非
は
さ

て

お
き
、
相
対
化
の
過
程
で
は
、
そ
れ
ま
で
自
明
ど

思

っ

て
い
た
も
の
が
、
い

つ
し

か
胼
に
落
ち
な

く
な
る
。

学
生
時
代

に
は
無
前
提
的

に
是
と
し
て
い
た
地
域

林

業
成
熟
度

の
指
標
と
し
て

の
拡
大

造
林
面
積
や
人
工

林
率
で
あ
っ
た
か
、
イ

ン

ド
ネ
シ
ア
へ
行
っ
て
み

る

と
、
そ

れ
に
該
当
す
る
用
語
す
ら
な

い
。
土

地
所
有

制
度
の
確
立
し
て
い
な
い
ス

マ
ト

ラ
や

ポ
ル
ネ

オ
島

は
と
も
か
く
、
植

民
地
期
に
森
林

が
囲

い
込

ま
れ
、

林
地
率
と
森
林
率
が
さ
ほ
ど
乖
離
せ
ず
、
日

本

の
国

有
林
と
似
通

っ
た
管
理
経
営
組
織
を
有
す

る
ジ
ャ
ワ

島

で
も
、
統

計
上
現
れ

る
の
は
ゾ

ー
ニ
ッ
グ
別

お
よ

び
作
業

級
別

の
森
林
面
積
の
み
で
あ
る
。

イ
ン

ド
ネ
シ

ア
の
森
林
は
生

産
林

、
保

安
林
お
よ

(
い

東
南
ア
ジ
ア
の
森
林
か
ら
み
た
日
本

増
 
田
 
美
 
砂

筑
波
大
学
農
林
学
系
助
教
授

び
自

然
保
護
林
に
大
別

さ
れ
、
ジ

ャ
ワ
島
で
は
生

産
 

う
と
す

る
日
本

の
状
況

が
、
何
と
も

奇
妙

な
も
の
に

林

の
管

理
経
営

は
独
立
採
算
性
を

と
る
林
業
公
社

に
 

映

る
。

よ

っ
て
な

さ
れ

る
が
、
自

然
保
護
林

は
林
業
省

の
管
 
 

私
か
博
士
論
文

の
た
め
に
、
国
有

林

の
中

に
袋
小

轄
下

に
お
か
れ
、
そ

の
費
用

は
国

の
一
般
会
計

か
ら
 

路
状
に
入
り
込
ん
だ

ジ

ャ
ワ
の
農
村

に
住

み
込
ん
で

支
出

さ
れ

る
。
生
産
林

に
お
い
て
も

、
伐
採
跡
地
の
 

い
た
の
は
、
か
れ
こ
れ
一
五
年
近
く
前
の
こ
と
で
あ
っ

造
林
は
林
業
公
社
の
財
源

で
あ

る
伐
採
収
入
か
ら
賄
 

た
。
当

時
の
国
有
林
と
地
域
住
民
と

の
関
係
は
、
経

わ
れ

る
が
、
独

立
後
の
混
乱

に
生
じ
た
荒
蕪
地
の
造
 

営
組
織
の
末
端

に
位
置
す

る
森
林
官

で
す
ら
、
警

察

林
は
、
国

や
州
の
財
政
負
担
に
よ

っ
て
実
施
さ
れ
た
。
 
権

を
か
ざ
し
て
村
人

に
君

臨
し
て
い

た
。
村
人

の
側

こ
う
し
て
植
民
地
期
山
林
局
の
組
織
を
継
承
し
た
林
 

は
と
い
う
と
、
国

有
林

か
ら
就
労
や
林
内
木
場
作

の

業
公
社

の
経
営

は
、
チ

ー
ク
林
地
帯
を
擁
す
る
中
・
 
機

会

を
与
え
て
も
ら

う
傍
ら
で
、
放
牧
や
薪
珂
採
集
、

東

ジ

ャ
ワ
管
区
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
経
済

樹
種
 

は
て
は
目
こ

ぼ
し
の

一
線
を
こ
え
た
盗

伐
と
、
目

前

に
乏
し

い
西

ジ
ャ
ワ
管
区
を
含
め
た
全
体

で
も
常

に
 

に
あ
り
な
が
ら
ア

ク
セ

ス
の
許
さ
れ
な

い
森
林

の
、

黒
字
を
計
上
し
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

部

な
り
と
も
奪
い
取

る
べ
く
隙
を
窺

っ
て
い
た
。

生
産
林
で
は
経
済
性

の
高
い
チ

ー
ク
人
工
林
経
営
 
 

一
〇
年

後
に
同
じ
村
を
訪
れ
て
み
る
と
、
隣

接
す

が
中
心
の
な
る
が
、
二
(
‥
梧祀

も
半
ば
に
さ
し
か
か
っ
 
 

る
造
林
現
場
は
す

っ
か
り
様
変
わ
り
し

、
社

会
林
業

て
確
立
し
た
適
地
適
木

の
考
え
は
今

に
引
き
継
が
れ
 

の
掛
け
声
の
も
と
、
チ

ー
ク
に
代
わ

っ
て

一
斉

に
果

て
い
る
。
造

林
樹
種
は

メ
ル
ク
シ
ー
マ

ツ
や

ア
ガ
チ
 

樹
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
農
民
の
反
応
は
と
い
え
ば
、

ス
の
針
葉
樹
、
ア

ル
ピ
ジ
ア
や
ア
カ

シ
ア
等
の
早
生
 

そ
こ
ら
中
果
物

だ
ら
け

に
し
て
、
政

府

は

一
体
な
に

樹

、
沿

岸
部

の
マ
ン
グ

ロ
ー
ヴ
と
多

様
で
あ
り
、
州
 

を
考
え
て
い
る
の
や
ら
と
い
う

ク
ー
ル
な

も
の
で
あ

統
計
か

ら
は
混
交
林
そ
の
他
を
除
き
、
一

八
の
作
業
 

り
、
そ

れ
が
必

ず
し

も
住
民
側
か
ら
の
働
き
か
け

に

級
が
数
え
ら
れ

る
。
そ

う
し
た
ジ
ャ
ワ
島

か
ら
み
る
 

よ

っ
て
実
現
し

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。

と
、
か

つ
て
人
工

林
化

さ
れ
て
い
る
か
否

か
で
地
域
 

そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
林
業
公
会
か
方
針
を

転
換
し

林
業

を
断
定
し
、
ス
キ

ー
辺
倒

の
人
工
林
化

政
策

が
 

て

い
っ
た
背

景
に
は
、
米
国
の
援
助

絡
み
の
提
言
が

行
き

詰
ま
る
や
、
ま

た
一
斉

に
広
葉
樹

に
転
換
し
よ
 

大
き

い
役

割
を
果
た
し
た
も
の
と
思

わ
れ

る
。
同

時

⑩
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祚
い

に
公
社
の
財
政
黒
字
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
ゆ
と
り
も

ま
た
、
住
民
福
祉
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る

に
際
し
て
の
抵
抗
を
軽
減
さ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。

衆
知
の
よ
う
に
日
本
の
国
有
林
は
三
兆
円
を
超
え

る
累
積
債
務
を
か
か
え
、
一
〇
〇
年
目
に
し
て
存
続

が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
か
遅
き
に
失
し
つ
つ

も
林
政
審
で
抜
本
的
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
最
中

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
論
の
関
心
は
低
く
、
逆
に
注

目
さ
れ
な
い
よ
う
情
報
操
作
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
疑
い
た
く
も
な
っ
て
く
る
。
二
月
一
七

日
付
け
日
経
新
聞
に
よ
れ
ば
、
具
体
案
と
し
て
は
組

織
は
現
状
維
持
の
ま
ま
債
務
を
一
般
会
計
が
肩
代
わ

り
、
あ

る
い
は
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
上
で
保
全
す
る
部
分

を
環
境
庁
、
生

産
に
供
す

る
部
分
を
地
方
公
共
団
体

や
民
間

に
移
管
と

い

っ
た
意
見

が
、
個

別
に
表
明

さ

れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
国

有
林
問
題
そ
の
も
の
に

関
し

て
は
本
稿

の
手

に
負

え
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、

こ
こ

で
は
後
者
の
部
分
は

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
す
で

に
二
〇
年

前
か
ら
実
施

さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま

し
て
所
有
と
経
営
を
分
離

し
国
は
民
間

に
よ
る
伐
採
活
動
を
許
認
可

で

ゴ
ッ

ド

ロ
ー
ル

す
べ
し
と

い
う
議

論
に
至

っ
て
は
、
現
行
の

熱
帯
林

の
伐
採

シ
ス
テ
ム
そ
の
ま

ま
で
は
な

い
か
と

驚

か
さ
れ

る
。

困
難

に
直
面
し
て
い

る
の
は
国
有
林
だ
け
で
は
な

く
日
本
の
林
業
一
般
で
あ
り
、
そ

の
見
通
し
は
決
し

‰
て
明
る
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
よ
り
多
く
の
財

政
的
支
援
を
林
業
に
向
け
て
引
き
出
そ
う
と
、
十
分

な
人
手
が
か
け
ら
れ
な
い
か
ら
山
林
の
荒
廃
が
進
行

し
て
い
る
と
の
論
調
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
も

ま
た
、
私
に
は
不
可
解
な
常
識
で
あ
る
。
常
に
人
手

を
か
け
な
け
れ
ば
、
経
済
性
の
み
な
ら
ず
審
美
性
も

発
揮
で
き
な
い
森
林
と
は
、
そ
の
よ
う
な
育
林
体
系

の
も
と
に
仕
立
て
ら
れ
た
一
部
の
樹
木
ブ
ラ
ン
デ
ー

シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
東
南
ア
ジ
ア
の
常
識
か
ら
す

れ
ば
、
森
林
に
人
手
は
不
要
。
逆
に
そ
の
懐
に
幾
多

の
社
会
や
文
化
を
育
ん
で
き
た
の
が
森
林
な
の
で
あ

る
。
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自

然

保

護

雑

感

筆
者

は
京
都
大
学

農
学
部
林
学

科
の
教
授

と
し

て
昭

和
五
〇
年

ま
で
約
二
〇
年

間
在
席
し

た
が
、
そ

の
間

受

け
持

っ
た
造
林

学
講
座

を
森
林
生
態
学
講
座

に
名
を

か

え

、
生
態
学

を
造
林
学

の
最
重
要
基

礎
学
と
位
置
付
け
、

主

に
森
林

の
有
機
物
質

生
産
面

か
ら
森
林

が
そ

れ
ぞ
れ

の
属
す

る
気

候
帯

で
ど
の
よ

う
な
働
き
を
し

て
い
る
か

を

フ
ィ

ー
ル

ド
で
調
査

研
究

す

る
と
と
も

に
学
生

に
講

述
し

て
来

た

。
こ

の
こ
と

は
当

時
他
大
学

の
教
授
か
ら

種

々
批
判

さ
れ
た

が
、
私

は
信
念
を

も
っ
て
推
進
し
て

来
た
つ
も
り
だ

。
敗

戦
後

の
日

本

の
各
大

学
や
試
験
場

の
造
林

関
係
の
研
究

者
は
専

ら
林
木

の
生
理

学
的
な
研

究
を
し
て
い

た
よ

う
だ

。
そ

れ
は
同
じ
土
地

産
業
の
農

業

が
、
育
種
と
肥
培

管
理

で
米

(
稲
作

)
の
生

産
力
を

著
し
く
向
上

さ
せ

た
た
め

で
、
林

業

で
も
同
様

に
生
理

学
的
研

究
で
そ
の
生
産
力

が
向
上

す

る
と

考
え
た
か
ら

だ
と
思
う

。

と
こ
ろ

が
、
同
じ
土

地
産
業
で
も
取
り
扱

か
う
対
象

が
農
林
業

で
は
甚
だ
し

く
異

な
る
こ

と
を
忘

れ
て
は
な

ら
な
い
。
農

作
物
は
栽
培
期
間

が
長

く
と
も
半

年

、
一

般

に
は
三

ヵ
月

位

、
草

丈
が
せ

い
ぜ
い
二
米
よ
り
低
く
、

一
米

ぐ
ら
い
よ

り
小

さ
い
草
丈
の
作
物

か
多

い
の

に
対

し
、
林

木
は

低
く
と

も
二

〇
米
前

後

、
一

般

に
は
三

、作

四
〇
米
、
中
に
は
I
〇
〇
米
に
近
い
著
し
く
高
い
も
の

も
あ
り
、
生
育
期
間
も
短
か
く
て
も
四
、
五
〇
年
、
出

来
れ
ば
百
年
を
越
す
方
が
良
い
。
永
け
れ
ば
永
い
ほ
ど

優
良
材
が
生
産
さ
れ
る
と
な
る
と
、
両
者
の
栽
培
方
法

は
全
く
別
の
範
ち
ゅ
う
に
入
る
と
考
え
た
方
が
良
い
だ

ろ
う
。
農
業
で
は
(
ウ
ス
栽
培
の
よ
う
に
生
育
環
境
を

か
な
り
の
程
度
ま
で
人
為
的
に
か
え
ら
れ
る
し
、
普
通

の
場
合
で
も
施
肥
耕
う
ん
を
す
る
の
が
あ
た
り
前
で
あ

る
が
、
林
木
で
は
近
頃
若
年
齢
の
間
、
同
じ
よ
う
に
施

肥
耕
う
ん
を
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
に
し
て
も
、

生
育
全
期
間
を
通
じ
て
、
そ
ん
な
人
為
が
加
え
つ
づ
け

ら
れ
る
は
ず
は
な
く
、
当
然
そ
の
生
育
を
自
然
環
境
に

全
面
的
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま

た
林
木
の
全
生
育
期
間
肥
培
管
理
を
す
れ
ば
、
ど
ん
な

に
高
い
経
費
に
な
る
か
想
像
も
つ
か
な
い
。
そ
う
や
っ

て
出
来
た
木
材
が
、
経
費
に
見
合
う
だ
け
の
秀
れ
た
も

の
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
私
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
想
像
も

出
来
そ
う
に
な
い
。
ま
た
そ
ん
な
材
で
家
な
ど
建
て
ら

れ
そ
う
に
な
い
。

林
木
は
や
は
り
昔
し
通
り
「
種
」
単
位
で
自
然
環
境

の
中
で
生
育
を
続
け
、
永
年
か
か
っ
て
大
径
木
に
育
っ

た
も
の
が
良
い
だ
ろ
う
。

四

手

井

綱
 

英

要

す
る

に
同
じ
土
地

産
業
で
あ
り

な
が
ら

、
同
じ
栽

培
方
法

が
と
れ
な
い

の
が
、
農
業
と
林
業

の
違

い
な
の

だ
。
さ

ら

に
林
業
は
農
業

に
な
い
色

々
な
こ

と
を
負
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
そ

れ
は

広
い
意
見

で
の
環
境
問

題
で
あ

る
。
例
え

ば
自
然
災

害
の
防
止

機
能

、
い

わ
ゆ

る
水
源
涵

養
機
能
、
風
致
と
し
て
の
森
林

、
レ
ク
リ
エ
ー

シ

ョ
ン
地
と
し

て
の
森
林
等

、
農
業

に
は
な

い
森
林

の

持

つ
機
能
を
あ

わ
せ

て
十

分
に
発
揮
す

る
こ
と

が
、
林

業
経
営

に
は
必
要

条
件
な
の
で
あ

る

。
こ

う

い
う

と
、

人

に
よ

っ
て
は
農
業

で
も
例
え
ば
水
田

が
洪
水
阻
止
機

能
を
持

っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
言
う
だ
ろ

う
が
、
こ

れ
は
こ
と

さ
ら
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
機
能

で

は
な
い

。
た

ま
た
ま
水
を
溜
め
る
こ
と

に
よ

っ
て
成
り

立

っ
て

い
る
水
田

か
、
洪

水
時

に
あ
ふ
れ
た
水
を
溜
め

る
に
す

ぎ
な
い
の
で
、
改

め
て
洪

水
が
溜
め
ら
れ

る
よ

う
な
水
田
を

造
る
こ

と
で
は
な
い
。
林

業
で
は
そ
の
最

も
大
き

い
目
的

の
木
材
生

産
だ
け

を
考
え
て
森
林

を
造

る
だ
け

で
は
、
森
林

の
持
つ
多

く
の
効
用

を
総

て
満
足

さ
せ

る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
木
材
生

産
を
犠

牲
に
し

て
も
、
自

然
災
害
防
止
機
能
を
重
要

視
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
や
風
致

に
視
点
を
置

い
て
森
林

を
造
成

す

る
必
要

の
あ

る
場
合

な
ど
色
々
な

事
情
が
生
じ

る
こ
と

0
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を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
い
わ
ゆ
る
林
業
 

き
た
い
と
思
っ
て
、
いる
が
、
決
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
木
材
を
採
取
し
、
そ
れ
を
売
買
す
る
こ
と
 

で
は
な
く
、
特
に
気
に
な
り
、
目
に
つ
い
た
も
の
を
思

だ
け

で
は
林
業
と
言

え
な
い
所

に
、
今
後
も
森
林

を
対

象

に
し

た
産
業

の
な
や
み

が
あ

る
と
共

に
楽
し
み

も
あ

る
と

考
え

ら
れ
そ

う
だ
。

森
林
や
林

業
関
係

の
法
制

度
に
は
古

く
か
ら
「
保

安

林
」
と

い

う
制

度

が
あ
り

、
前
記
し

た
よ
う
な
木
材
生

産
以

外
の
森
林

の
持

つ
機
能
を
十
分

に
発
揮

し
な
け

れ

ば
な

ら
な
い
と
考

え
ら
れ

る
地
域
を
指
定
し

て
は
い

る

が
、
こ

れ
ら
の
保

安
林
の
み

が
、
そ
う
言

っ
た
森
林
の

持

つ
間

接
効

用
を
発

揮
し
て
い

る
の
で
は
な

い
。
総

て

の
森
林

地
帯

は
何
処

で
も
軽
重
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、

間
接
効

用

に
関
係
し

て
い
る
と
考
え
る

べ
き
だ

ろ
う
。

特

に
近
年

の
よ
う

に
森
林

の
持

つ
あ
ら
ゆ

る
間
接
効

用

が
世
界

的

に
強

調

さ
れ

、
森
林

は
総

て
そ
う
い

っ
た

効
用
を
充
分

に
発

揮
す

る
よ

う
に
取
扱

か
う

べ
き
だ
と

言
わ
れ

る
と

、
木
材

生
産
一
辺
倒

の
林
業

は
出

来
な
く

な
っ
て
し

ま
う
恐

れ
が
あ

る
。

農
業
一
般

の
よ

う
に
、
普

通

に
農
業
を
い
と

な
む
こ

と

で
、
自

然
環

境

の
保
全
と
さ
ほ
ど
矛

盾
し

て
な
い
よ

う
に
一
般
に
思

わ
れ

て
い
る
の
と
は
、
林

業
は

か
な
り

違

っ
た
立
場

に
あ

る
こ
と

が
分

か
る
だ
ろ
う

。

技
術
的

に
も
林
業

と
農
業

は
全
く
別

の
行
き
方
を
し

な
く
て
は

な
ら
な

い
し

、
自
然

環
境
に
対
し

て
も
こ

の

両
者

は
全

く
別

な
対
応

を
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
こ
と

は
以
上

の
私

の
言

で
お
わ
か
り

に
な

っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思

う

。
・
要す

る
に
同
じ
土

地
産
業
だ
か

ら
と
言
っ

て
同

じ
扱
い
方

が
出
来

な
い
の

が
農
豚
業

な
の
で
あ
る
。

以
下

、
種

々
の

面

か
ら

、
現
在

わ
が
国

で
行
な

わ
れ
て

い

る
林
業

一
般

に
つ
い

て
私
な
り

の
批
判

を
述

べ
て
行

い
出
す
ま
ま

に
、
順
序
も

な
く
取
り

あ
げ
て
い
こ

う
。

一
、
皆
伐
人
工
造
林

皆
伐
人
工

造
林
は
先
進
国

の

ド
イ
ツ
な
ど
で
は
、
あ

ま
り
よ
い
造
林
法

で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
極
力
天
然

更
新

に
よ
る
よ

う
に
な
っ
て
次
第

に
減
っ
て
し
ま
っ
た
。

現
在

で
も
や
ら

れ
て
い
る
例

は
あ
る
が
、
主
流
は
天

然

更
新
法

に
変
っ

て
し

ま
っ
た
。
こ

の
こ
と
は

、
ド
イ

ツ

ば
か
り
で
な
く

、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
全
土

に
広

が
り

、
造
林

の
主
流
は
天

然
更
新
法

に
変

っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思

う
。
し

か
し
わ
か
国

で
は

、
今
次
の
大
戦
前

、
ド
イ

ツ

に
な
ら
っ
て
、
各
国

有
林
が
天

然
更
新
法

に
よ
る
新
生

林
分

の
造
成

を
試

験
的
に
行
な
い
い
青
森
や

秋
田

で
は

か
な
り
の
成
果

が
あ
っ
た
し
、
秋
田

で
は
ス
ギ
の
天

然

林

に
対
し

事
業
的

に
も
択
伐
作
業
を
実
行
し
て
い
た
の

で
あ

る
が
、
戦
時
中

の
軍
需
用
材

の
大
量
伐
採
や
戦

後

の
復
興
用
材
の
大
量
伐
採

に
よ

り
、
大
面
積

の
伐
採
跡

地

が
出
来
て
し
ま
い

、
戦

後
は
民

有

林
は

も
ち

ろ
ん

、

国

有
林
も
ま
た
元

の
皆
伐
人
工

造
林
一
辺
倒

に
な
っ
て

し
ま
っ
た

。

わ
が
国

の
皆

伐
人
工

造
林
の
歴
史
は
古
く
、
私

は
室

町
時

代
頃

に
始

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る

が
、
古

い
時
代

の
木

造
の
大
建

築
に
用

い
ら
れ
た
、
広

葉
樹
林
地

に
点
生

、
群
生
し

て
い
た
大
木

が
あ
ら
か
た

な
く

な
り

、
民
家
建

築
用

の
中
小
径
木

も
天

然
林

か
ら

の
伐
採

が
む
ず
か
し

く
な
っ
て
、
伐
採
跡
地

や
焼
畑
跡

地

に
人
手
で
苗
を
植
え

る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ノ
‰徳

川
時
代
に
な
る
と
、
各
地
で
積
極
的
な
人
工
造
林

が
始
ま
っ
た
し
、
各
藩
も
藩
有
林
を
持
っ
て
、
優
良
針

葉
樹
類
の
保
存
、
育
成
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う

だ
。そ

の
た
め
人
工
造
林
に
関
係
す
る
育
苗
か
ら
始
ま
る

一
連
の
造
林
技
術
は
か
な
り
早
く
か
ら
日
本
の
各
地
で

発
達
し
、
今
に
残
る
各
地
の
有
名
林
業
地
を
造
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
工
造
林
技
術
は
現
在
、
多
く

の
林
学
研
究
者
に
よ
り
、
近
代
的
な
科
学
に
よ
る
裏
付

け
が
な
さ
れ
、
次
第
に
科
学
技
術
と
し
て
確
立
さ
れ
て

来
て
い
る
。

そ
し
て
国
民
有
林
を
通
じ
て
、
林
業
の
主
流
が
皆
伐
.

人
工
造
林
に
な
り
、
一
時
熱
中
さ
れ
た
択
伐
天
然
更
新

は
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
。

皆
伐
人
工
造
林
は
戦
後
の
何
年
か
は
特
に
国
有
林
で
、

伐
区
が
大
面
積
化
し
I
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
越
え
た
伐
区

が
生
じ
、
し
か
も
あ
る
谷
が
何
年
も
続
け
て
伐
採
さ
れ

て
、
谷
の
総
て
が
、
若
齢
の
人
工
造
林
地
に
変
る
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
態
は
自
然
環
境
へ
の
影
響
が
著

し
く
大
き
い
上
に
生
じ
た
大
面
積
の
造
林
地
が
災
害
に

も
弱
い
こ
と
も
あ
っ
て
是
正
さ
れ
、
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

下
の
伐
区
、
普
通
は
大
き
く
と
も
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下

の
伐
区
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
伐
区
も
連
続
し
な
い
こ

と
、
尾
根
な
ど
に
は
防
護
帯
を
残
す
な
ど
、
色
々
な
改

善
が
加
え
ら
れ
て
現
在
に
到
っ
て
い
る
。

し
か
し
戦
後
に
は
あ
れ
た
わ
が
国
の
森
林
の
伐
採
跡

の
未
立
木
地
の
植
林
ぽ
か
り
で
な
く
、
進
ん
で
奥
地
の

原
生
林
地
帯
の
樹
木
の
伐
採
が
、
木
材
需
要
の
増
大
に

呼
応
し
て
行
な
わ
れ
、
拡
大
造
林
と
言
う
呼
び
名
で
、

天
然
林
が
次
々
と
人
工
造
林
に
変
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
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果
、
わ

が
国

の
造
林
史

に
も
例

を
見

な
い

、
森
林
総
面

積
の
四
〇
%
を

越
え

る
一
千
万

ヘ
ク
タ

ー
ル
の
造
林
面

積

が
生
じ

て
し
ま

っ
た
。

こ

の
面

積
は
人
工

造
林
を
推
し

進
め
る
側
か
ら
言

え

ば
決
し

て
過

多
で
な
い
か
も
し
れ
な

い
か
、
私

は

ど
う

し

て
も
過
大

だ
と
考
え
て
い

る
。
植

え
た
林
が
立
派

に

育
ち

、
よ
い
木
材

が
得

ら
れ
る
た
め
に
は
、
と
も
か
く
、

適
地

に
適
木

が
植
え

ら
れ
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
ス

ギ

や
ヒ
ノ
キ
を
中
心
と
し

た
、
適

潤
性

の
褐

色
森
林
土
を

好
む
樹
種

を
植
え

る
土

壌
が
、
日

本

の
森
林
面

積
の
四

〇
%
も

あ

る
と
は
ど

う
し
て
も
信
じ

ら
れ
な
い

。
私
は

よ

い
土
め

多
い
林
地

で
も
せ
い
ぜ
い
三
〇
%
が

限
度

だ

と
考
え

て
い
る

。
こ

れ
を
越
す
と

、
生
長

の
よ
く
な

い

林
地

が
入

っ
て
く

る
。
多

額
の
造
林
費

を
か
け
て
不

良

造
林
地
を

作
っ
て
は
元

も
子

ら
な
い

。
・
前述

の
大
正

初

期

の
特
別

経
営
時
代
同

様
、
抹

殺
し

て
し

ま
わ
な
け

れ

ば
な
ら
な
い
造
林
地

が
そ
ろ
そ
ろ
出
て
来

る
頃
だ
ろ
う
。

も
う
二
〇
年

ほ

ど
前

に
兵
庫
県
北
部

の
国

有
林

で
か
な

り
の
大
面
積

の
不
良

造
林
地

が
出

て
い
る
の
を
視
察

し

た
こ
と
か
あ

る
。
そ

れ
は
民
間

の
育
種

で
有
名

に
な
っ

た
あ

る
ス
ギ
品

種
の
サ

ン
キ
苗

の
植
栽

地
で

、
こ

の
挿

木

杉
造
林

地
で
は

、
谷
間

の
極

一
部
を
除
い

て
、
全

く

良

い
生

長
を
示

さ

ず
、
そ

の
林

地
の
処
理

に
困

っ
た
記

憶

か
あ
る
。
私

は
戦

後
の
人
工

造
林
地

の
何

%
が
成
功

す

る
か
を
国

有
林
当
局

へ
尋
ね
た
こ
と

が
あ
る
が

、
返

事
は

な
か
っ
た

。
植

え
た
も
の
は
皆
成
林

す

る
と
言

わ

ざ

る
を
得

な
い
の
だ

ろ
う

。
私
は
少
く

と
も
二

〇
%
は

不

良
造
林

地
化

す

る
の

で

は
な

い
か

と

心
配

し

て

い

る

。そ

れ
よ
り

も
、
も

っ
と
考
え

な
け

れ
ぱ
な
ら

な
い
こ

疹

と
が
あ
る

。
そ
れ
は
一
般
の
人

は
人
手

で
山
へ
樹
を
植

え
込
め

ば
、
そ

れ
で
自
然

か
回
復

す
る
と
考
え

て
い
る

ら
し
い
こ

と
だ

。
素
人

か
そ
う
思

う
の
は
分

る
が
、
専

門
家

の
植
生

学
者
ま
で
か

、
そ
う
思

っ
て
い

た
こ

と
を

知

っ
て
驚

い
た

。

人
工

造
林

の
目
的

は
単
純

、
同
齢

、
一
斉
林

の
造
成

だ
。
こ

の
こ

と
は
林
学

を
学

ん
だ
人

は
だ
れ

で
も
知

っ

て
い
る
と
思

う

。
い
く
ら
年
数

が
た
っ
て
も
人
工

造
林

で
は

、
一

般
の
天
然
林

の
よ
う
な
、
多
種
類

か
ら
な
る

異
齢
の
不
斉
林

に
は
な
ら
な
い
。
ま

た
こ

う
な
ら
な
い

こ
と

が
人
工

造
林

の
特
徴

で

、
人
工

造
林
は
始
ぬ
か
ら
、

天
然
林

に
近

い
林
を
造
ろ
う
と
は
考
え
て
い
な
い

。
木

材
生
産

に
一
番
良
い

、
同
種
の
同

じ
よ
う
な
太

さ
の
材

を
多
量

に
生

産
す

る
の
か
人
工

造
林
の
主
目
的

だ
か
ら

だ

。
だ
か
ら
人
工

造
林
は
あ
く
ま
で
人
工

造
林

で

、
木

材
生

産

に
は

都
合

が
良

い
が
、
自
然
を
回

復
す

る
こ
と

に
は
な
ら
な

い
の
だ
。

も
ち
ろ
ん

美
と
言

う
観
点

か
ら
は
斉
々
と

し

た
、
ス

ギ
や
ヒ
ノ

キ
だ
け

の
林
も

美
く
し
い

。
時

に
よ

る
と
雑

然

と
し

た
自
然
林
よ
り

美
く
し
い
と
思
わ
れ

る
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う

。
し

か
し
そ

れ
は
自
然

美
で
は
な

い
と

考

え
た
方

が
良
い

の
か
も
し

れ
な
い
。
ま
し
て
や
最
近
国

際
的

に
話

題

に
な

っ
て
い
る
種

の
多
様
性
の

保
有

の
こ

と
を
考
え

る
と

、
皆
伐
人
工

造
林

は
ほ
ど
ほ
ど

に
し

な

い
と
い
け

な
い
こ
と

が
誰

に
で
も
分

る
だ
ろ

う
。

こ

れ
か
ら

の
林
業

は
皆
伐
人
工

造
林
よ
り
も
択
伐
天

然
更
新

に
重
点

が
移

さ
れ
な
け

れ
ば
、
自
然

の
多
様
性

の
存
続
な
ど

の
、
地
球

の
生
物
界

の
保
続
の
目
的

は
達

成
出
来

な
く
な

る
だ
ろ
う
。

そ
の
上
人
工

造
林

は
木
材
生

産
に
は
至
極

く
良

い
方

法
で
は
あ
る
が
、
気
象
災
害
な
ど
に
対
し
て
は
、
決
し
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て
良
い
森
林
で
は
な
い
こ
と
を
充
分
意
識
し
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
時
雨
量
百
ミ
リ
を
越
え
る
よ
う

な
豪
雨
が
、
一
連
続
降
雨
千
ミ
リ
を
越
え
て
降
り
続
く

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
国
で
は
毎
年
何
処
か
で
起
る
か
、

こ
ん
な
す
ご
い
雨
で
な
く
と
も
、
一
連
続
降
雨
量
が
三

〇
〇
ミ
リ
に
も
な
る
と
、
森
林
土
壌
は
水
で
飽
和
し
て

し
ま
う
。
こ
ん
な
状
態
の
森
林
、
特
に
人
工
林
地
で
は
、

根
の
層
の
深
さ
が
ほ
ぼ
そ
ろ
っ
て
密
に
分
布
し
て
い
る

た
め
、
飽
水
し
て
支
持
力
の
減
少
し
た
森
林
が
、
地
す

べ
り
を
起
し
て
、
林
分
を
の
せ
た
ま
ま
滑
り
落
ち
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
起
る
。
こ
と
に
傾
斜
が
そ
れ
程
急
で
な

く
、
土
層
も
厚
く
、
良
く
生
長
し
た
人
工
林
を
乗
せ
た

ま
ま
一
谷
全
部
が
滑
り
落
ち
た
の
を
、
大
分
前
の
話
に

な
っ
た
が
、
高
野
山
の
南
端
に
あ
る
龍
神
村
を
中
心
と

し
た
豪
雨
災
害
時
に
何
処
所
も
生
じ
て
い
た
の
を
視
察

し
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

数
年
前
の
北
九
州
を
襲
っ
た
台
風
災
害
時
、
多
数
の

ス
ギ
人
工
林
木
が
倒
れ
、
谷
を
お
お
い
、
そ
の
後
始
末

に
遂
に
自
衛
隊
ま
で
出
動
し
て
も
ら
っ
た
が
、
}
年
で

は
終
ら
ず
、
何
年
も
か
か
っ
た
の
は
、
そ
う
古
い
話
で

は
な
い
。
台
風
に
よ
る
災
害
に
な
れ
ば
、
天
然
林
も
同

様
に
や
ら
れ
る
か
、
そ
の
程
度
は
や
は
り
人
工
林
の
方

が
甚
だ
し
い
。
そ
の
上
北
九
州
の
人
工
林
は
、
挿
木
杉

に
よ
る
も
の
で
、
実
生
杉
よ
り
も
よ
く
そ
ろ
っ
て
い
て
、

私
達
は
「
共
倒
れ
型
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
一
林
分
が

皆
滅
的
に
倒
れ
て
し
ま
い
、
一
層
被
害
が
大
き
く
な
る
。

九
州
の
あ
る
河
の
流
域
か
ら
流
れ
出
し
た
丸
太
が
海
へ

出
て
し
ま
い
、
海
流
に
乗
っ
て
四
国
の
あ
る
港
に
流
れ

つ
い
て
、
港
を
封
鎖
し
て
船
の
出
入
が
出
来
な
く
な
つ

參



た
と
新
聞

か
報
じ

て
い
た

。
別

に
皆

伐
人
工

造
林
を
特

に
悪
く
言

う

つ
も
り

は
な
い

が
、
人

口
造
林

で
は
決
し

て
自
然
の
多
種

類

か
ら
な
る
異
齢
の
複
雑

な
林
冠
層
を

持

っ
た
森
林

は
出
来

な
い
が
、
木

材
生
産

と
言
う
目
的

で
は
た
し

か
に
良
い
林

だ
。
し

か
し
気
象
災

害

に
は
強

く
な
い

。
山
崩

れ

、
地
す

べ
り
を
起
し
易

く
、
風

倒

に

も
弱

い
か
ら

、
ほ

ど

ほ
ど
に
し
て

、
あ
ま

り
大
面
積

に

は
し

な
い
方

が
良

い

。
ま
し

て
自
然
環
境

か
強
調
さ
れ

る
よ

う
に
な

っ
た
現
世

で
は
、
ど

う
し
て
も
天

然
更

新

法

に
よ
っ
て
自
然

林

に
近

い
林

相
の
森
林

の
造
成
に
意

を
用

い
た
方

が
良

い
だ
ろ

う
。

特

に
河

辺
林

は
人
工

造
林
地

に
し

て
は

い

け

な
い

。

少

く

と
も
針
広
混

交
の
林

の
造
成

が
望
ま
れ
よ

う
。

ま

た
既

に
現
代

の
わ

が
国

の
林
業

で
問
題

に
な
っ
て

い

る
よ

う
に
、
現

代

の
造
り
す

ぎ
た
人
工

林
は
人
手

が

足

り
な

く
て

、
充

分
全
般

に
渡

っ
て
手
入

が
出
来

な
い

状
態

に
あ
る

。
最

近
島
根
県

の
中

ノ
海
や
宍

道
湖
に
入
・

る
二

、
E
の

河
川
流

域
の
森
林
地
帯

を
尋
ね

て
、
そ

こ

の
森

林
組
合
を
訪
問
し
て
人
手
の
こ
と
を
聞

い
て
ま
わ
っ

た
こ

と

が
あ

る
が
、
そ

こ
で
分

か
っ
た
の
は
林
業
労
働

者

の
老
齢
化

が

進
ん
で
い

る
が
、
老
人

の
労
働
力

が
以

前
よ

り
お
と

ろ
え
な

く
な
っ
た

の
で
、
こ

こ

I
〇
年
位

は

な
ん
と

か
な
り
そ

う
だ
が

、
そ

の
後
は
青
年

の
林
業

労
働
者

が
ほ
と
ん

ど
な
く
な
っ

た
の
で
、
森

林

の
保
育

は
出
来

な

く
な
り
そ

う
だ
と
言

う
こ

と
だ
っ
た

。
こ

う

な

る
と

、
現

在
の

}
千
万

ヘ

ク
タ
ー
ル

の
人
工

造
林
地

の
何

割

か
は
、
保

育

が
出
来
な
く

な
っ
て
荒

れ
山

に
な

る
恐

れ

が
多

分

に
あ

る
。
そ

の
上

、
私

は
造
林
地

の
総

て
が
、
か

な
ら
ず
し
も

、
適

地

に
植
栽

さ
れ
た
と
は
考

え

て
い
な

い
の
で

、
一
体

何
割
ぐ

ら
い
の
人
工

林

が
伐

期
ま
で
良
い
生
長
を
続
け
良
材
を
産
出
す
る
こ
と
に
な

る
か
が
、
頗
る
不
安
だ
。
そ
の
上
伐
期
ま
で
ひ
ど
い
気

象
災
害
に
あ
わ
ず
に
育
つ
だ
ろ
う
か
と
言
う
不
安
も
あ

る
。
良
く
い
っ
て
も
八
割
、
悪
く
す
る
と
六
割
し
か
、

良
い
人
工
林
と
し
て
残
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
て
く
る
と
、
こ
れ
か
ら
生
育
過
程
で
落
伍
す

る
人
工
林
を
ど
う
あ
つ
か
う
か
も
よ
く
考
え
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。

人
手
か
少
い
な
ら
、
悪
い
林
分
で
は
な
く
良
い
林
分

に
出
来
る
だ
け
人
手
を
か
け
て
、
一
層
良
い
林
分
に
育

つ
よ
う
努
力
す
べ
き
で
、
悪
い
林
分
に
手
を
入
れ
て
な

ん
と
か
良
い
林
分
に
も
っ
て
行
こ
う
と
す
る
必
要
は
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
手
の
少
い
時
は
人
力
を
ど

こ
へ
そ
そ
ぐ
か
も
今
後
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
は
な

か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
今
後
天
然
更
新
に
よ
る
林
分
の
造
成
を
主

力
に
し
て
、
林
業
を
や
っ
て
行
く
と
な
る
と
、
天
然
更

新
法
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
前
に
も
ふ
れ
た
が
、
天

然
更
新
法
は
戦
前
の
一
頃
、
国
有
林
で
研
究
ば
か
り
で

な
く
、
事
業
的
に
も
実
施
さ
れ
た
が
、
軍
需
用
材
の
増

伐
が
は
げ
し
く
な
っ
て
や
め
て
し
ま
っ
た
。

天
然
更
新
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
森
林
で
は
何
処
へ
行
っ

て
も
そ
れ
程
む
ず
か
し
い
作
業
で
は
な
い
が
、
日
本
の

森
林
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
か
な
り
む
ず
か
し
い
方

法
だ
。
随
分
前
に
な
る
が
、
ド
イ
ツ
に
行
っ
た
時
日
本

の
森
林
を
視
察
し
て
よ
く
知
っ
て
い
る
あ
る
州
の
林
野

長
官
に
「
日
本
の
森
林
で
は
ド
イ
ツ
に
比
べ
天
然
更
新

が
む
ず
か
し
い
の
は
何
故
だ
と
思
う
か
」
と
尋
ね
て
見

た
。
氏
の
答
は
「
サ
サ
の
存
在
だ
」
で
あ
っ
た
。
地
被

物
と
し
て
の
サ
サ
の
存
在
は
た
し
か
に
我
が
国
の
森
林

劔

の
特
徴

で
あ

っ
て

、
上
層
木

を
伐
採

す
る
と

サ
サ
の
繁

茂

が
著
し
く
な
り

、
た

ち
ま
ち
地
表
を
密

に
覆

い
、
稚

樹

な
ど

の
発
芽

、
生
育

を
さ
ま
た
げ

る
。
た

し
か
に
天

然
更

新

の
最
強

の
敵

だ
。
さ

ら

に
ド
イ

ツ
で

は
林
地

の

下

層
植
生
は

一
般

に
頗

る
貧
弱

で

、
上
層
木

が
伐

ら
れ

て
も
、
日

本
の
森
林

の
よ
う

に
繁
茂
す
る
こ
と
は
な
く
、

高
木

の
稚
樹
の
発
生

、
生

育
に
そ
れ
程
さ
ま

た
げ
に
な

ら
な
い

。

よ
く
例

に
引

く

の
だ
が
、
ゲ

ー
テ
の
詩

に
恋
人
と

な

ん
と
な
ぐ
林

の
中
を

さ
ま
よ
う
の
が
あ

る
が
あ
れ
は

ド

イ

ツ
の
森
林

だ
か

ら
出
来

る
の
で
、
日

本
の
森
林
地

な

ら
小

径
を
歩
い
て
も

ス
カ

ー
ト
や
靴
下

に
イ

バ
ラ
が
さ

さ

る
だ
ろ
う

。
私

は
女
性

の
学
生
を
交
え
て
比
叡
山

の

道
の
な
い
谷
を
下

っ
た
こ
と
か
あ

る
か
、
そ

の
後
で
女

性

の
学
生
か
ら
靴
下

が
破

れ
て
街
を
歩
け
な
く
な

っ
た

と
文
句
を
付
け
ら

れ
た
こ
と

が
あ
る

。
日
本

の
森
林

は

何
処
の
森

林

で
も

、
自

由
に
歩
け
る
こ
と
は
殆
ん
ど

な

い

。
原
生

に
近
い
林

で
も
下

層
植
生
は
充
分

に
茂

っ
て

い

る
。
二
次
林

に
な
れ
ば
、
か

き
分
け
な
け

れ
ば
歩
け

な
い
だ
ろ

う
。
戦
後

は
皆
伐
人
工

造
林

一
辺
倒

に
な

っ

た
結
果

、
天
然
更

新
法

の
研

究
は
試
験
場

で
も
大
学

で

も
殆
ん
ど
や
ら
れ
な

く
な
っ
た

。

私

は
大
分
以

前

か
ら
雑

誌
な
ど
で

、
天
然
更
新
法

の

研
究

を
お
す
す
め
し

た
の
だ

が
、
余
り
よ

い
反
応
は
反

え

っ
て
来
な
か

っ
た
。

現

代

の
よ

う
に
自
然

環
境

が
重

蓿

恨
さ
れ
始
め
る
と

、

ど
う
し

て
も
天

然
更
新

法
を
事
業
的

に
や

れ
る
よ

う
に

研

究
を
進
め
な
い
と

い
け
な
い

の
で

は
な

か

ろ
う
か

。

皆

伐
人
工

造
林
だ
け

で
は
、
こ

れ
か

ら
の
森
林

の
取
扱

い
は
無
理
な
こ
と

は
明

ら
か
だ

。
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る
。
糺
の
森
で
は
老
大
木
の
保
護
ば
か
り
で
な
く
、
後

二

、
老

木

と

稚

樹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

継
樹
の
林
地
植
栽
も
毎
年
や
っ
て
い
る
か
ら
よ
い
が
、

私
の
関
係
し
た
森
林
の
維
持
で
、
そ
の
ま
ま
で
や
っ
て

別
に
樹
医
の
悪
口
を
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
近
頃
 

い
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
が
、
一
度

樹
医
が
は
や
り
出
し
て
か
ら
、
何
処
で
も
老
木
や
巨
木
、
 
あ

っ
た
。
も
う
方
々
に
記
し
た
の
で
、
こ
こ
に
書
く
ま

銘
木
と
言
は
れ
る
よ
う
な
大
き
な
樹
を
樹
医
に
診
断
し
 

で
も
な
い
と
思
う
が
、
大
切
な
こ
と
な
の
で
、
も
う
一

て
も
ら
っ
て
延
命
策
を
講
じ
る
の
が
は
や
っ
て
い
る
ら
 

度
記
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
兵
庫
県
の
「
舞
子
の
松
原
」

し
い
。
こ
の
こ
と
は
別
に
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
 

の
こ
と
だ
。
こ
の
松
原
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
説
明
す

ろ
良
い
こ
と
で
、
大
い
に
や
っ
て
も
ら
い
た
い
。
 
 
 
る

こ
と
も
な
い
。
今
か
ら
三
〇
年
以
上
前
の
こ
と
だ
っ

私
か
長
ら
く
関
係
し
て
い
る
京
都
の
下
鴨
神
社
の
社
 

た
か
、
当
時
の
県
知
事
か
、
舞
子
の
老
松
を
枯
ら
す
な

叢
で
あ
る
「
糺
の
森
」
は

’
一レ

科
の
ケ
ヤ
キ
、
ム
ク
ノ
 

と
命
じ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
管
理
責
任
の
あ
る
土
木
部

キ
、
エ
ノ
キ
、
ア
キ
ェ
レ
等
の
落
葉
広
葉
樹
を
主
林
木
 

で
は
、
台
風
の
跡
、
松
の
葉
に
潮
風
で
運
ば
れ
付
着
し

と
す
る
、
宮
の
森
と
し
て
は
め
ず
ら
し
い
明
る
い
森
で
、
 
た

塩
分
を
洗
い
流
す
水
道
施
設
や
色
々
な
設
備
を
し
て

戦
前
に
は
、
大
木
が
今
よ
り
は
る
か
に
多
か
っ
た
か
、
 
老

木
を
守
ろ
う
と
し
た
が
、
老
木
の
枯
れ
る
の
は
留
め

室
戸
台
風
な
ど
の
風
害
で
倒
れ
、
著
し
く
老
木
の
数
か
 

ら
れ
な
い
。
枯
れ
た
跡
へ
は
、
庭
木
に
す
る
よ
う
な
太

減
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
か
な
り
の
数
の
老
 

い
松
の
木
の
枝
振
り
の
良
い
も
の
を
植
え
込
み
、
景
観

大
木
か
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
老
大
木
を
こ
こ
五
年
ほ
 

の
維
持
に
努
め
た
が
、
折
角
植
え
た
太
い
松
の
木
も
う

ど
毎
年
三
、
四
本
づ
つ
、
保
護
、
養
生
策
を
講
じ
て
も
 

ま
く
根
付
か
な
い
こ
と
も
あ
り
、
老
大
木
か
ら
な
る
松

ら
っ
て
い
る
。
宮
の
森
と
し
て
老
大
木
は
長
生
き
し
て
 

原
の
維
持
は
な
か
な
か
む
づ
か
し
か
っ
た
よ
う
だ
。

も
ら
い
た
い
。
し
か
し
老
大
木
の
長
生
策
を
講
じ
る
こ
 
 

そ
こ
で
、
私
に
県
土
木
部
長
か
ら
依
頼
か
来
た
。

と
は
、
そ
の
森
を
森
と
し
て
永
続
さ
せ
る
こ
と
に
は
つ
 
 

私
は
現
地
を
視
察
し
て
、
人
が
沢
山
入
る
松
原
に
は
、

な
が
ら
な
い
。
森
が
森
と
し
て
永
続
す
る
最
大
の
条
件
 

後
継
樹
が
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
程
少
く
、
こ
の
ま
ま
で

は
、
後
継
樹
が
充
分
量
生
え
続
け
て
く
れ
る
こ
と
だ
。
 
推

移
す
る
と
、
老
木
か
枯
れ
て
し
ま
え
ば
、
松
原
そ
の

こ
の
こ
と
は
樹
木
ば
か
り
で
な
く
、
人
の
集
団
で
も
同
 

も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
を
感
じ
た
の
だ
。
そ

様
で
、
老
人
の
寿
命
が
長
く
な
り
、
老
人
が
沢
山
生
存
 

こ
で
老
木
の
枯
れ
た
後
に
、
松
の
大
き
な
樹
を
植
え
る

し
て
い
て
も
日
本
の
人
口
は
も
た
な
い
。
や
は
り
毎
年
 

の
を
や
め
て
、
出
来
た
隙
間
や
す
で
に
林
地
各
所
に
あ

必
要
な
数
の
小
供
が
生
れ
育
っ
て
く
れ
な
い
と
日
本
人
 

る
空
地
に
林
業
用
の
二
年
生
ぐ
ら
い
の
ク
ロ
マ
ツ
苗
を

は
永
続
し
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
巣

植
え
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
老
木
は
や
は
り
次
々

と
こ
ろ
か
、
こ
ん
な
分
か
り
き
っ
た
こ
と
で
も
、
し
 

と
枯
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
枯
れ
を
留
め
る
こ
と
は
恐
ら

ば
し
ば
間
違
っ
た
処
置
を
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
あ
 

く
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
に
力
を
そ
そ
ぐ
よ

参

『

り
、
後
継
樹
を
出
来
る
だ
け
多
く
植
え
る
方
が
良
い
と
 

8

言
う
の
が
結
論
だ
っ
た
。
県
当
局
は
私
の
言
う
通
り
、

ク
ロ
マ
ツ
苗
を
空
地
に
多
数
植
栽
し
て
ぐ
れ
た
。
そ
の

上
、
す
ぐ
横
を
通
る
国
道
二
号
線
か
ら
の
自
動
車
の
排

気
ガ
ス
が
著
し
い
の
で
、
こ
れ
に
よ
る
悪
影
響
を
考
え
、

国
道
沿
い
に
、
常
緑
広
葉
樹
の
低
木
を
密
植
し
た
防
護

帯
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
れ
も
現
在
立
派
に
育
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
舞
子
の
松
原
の
主
林
木
は
、

そ
の
時
植
栽
さ
れ
て
三
〇
年
以
上
四
〇
年
近
く
た
っ
た

ク
ロ
マ
ツ
で
あ
る
。
私
は
こ
の
愕
叺
を
見
て
う
れ
し
か
っ

た
が
、
も
し
あ
の
時
、
ク
ロ
マ
ツ
の
稚
樹
が
植
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
ら
、
現
在
舞
子
の
松
原
は
ど
う
な
っ
て

い
た
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
老
松
の
保
持
ば
か
り
に
気

を
と
ら
れ
て
は
、
マ
ツ
林
と
言
う
集
団
の
維
持
は
出
来

な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
に
証
明
さ
れ
た
と
思
っ
た
。

前
に
書
い
た
下
鴨
神
社
の
糺
の
森
は
老
大
木
の
保
護

ぽ
か
り
で
な
く
、
後
継
樹
の
造
成
の
た
め
に
毎
年
三
月

に
植
樹
祭
を
行
い
林
地
に
ニ
レ
科
の
樹
木
苗
の
巣
植
え

を
実
行
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
毎
春
こ
の
植
樹
祭
に
出

て
私
は
苗
木
の
植
え
方
を
若
い
人
々
に
説
明
す
る
の
が

楽
し
み
に
な
っ
て
い
る
。
青
少
年
や
付
近
の
人
々
が
沢

山
集
ま
っ
て
、
将
来
の
糺
の
森
を
考
え
な
が
ら
、
方
々

に
苗
木
を
植
え
て
お
ら
れ
る
姿
は
う
つ
く
し
い
。

同
じ
よ
う
な
問
題
か
先
日
起
っ
た
。
そ
れ
は
大
阪
と

和
歌
山
の
県
境
近
く
に
あ
り
、
つ
い
こ
の
間
新
し
く
増

設
さ
れ
た
国
定
公
園
に
入
っ
て
い
る
数
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

ブ
ナ
林
の
国
の
天
然
記
念
物
で
あ
る
。

こ
の
ブ
ナ
林
は
太
平
洋
タ
イ
プ
の
ブ
ナ
林
で
か
な
り
 

。

古
く
か
ら
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

ま
わ
り
の
森
林
が
以
前
は
里
山
の
雑
木
林
だ
っ
た
の
が
、

齏



植
林
地

に
変

っ
た
り

、
す

ぐ
後

に
自
動
車

の
入

る
大

き

な
林

道
か
開
設

さ
れ
た
り

、
和
歌
山

県
側

は
キ
ャ
ッ

プ

地

に
な
っ
て
広
く
皆
伐

さ
れ
て
し
ま

っ
た
り
し

て
、
次

第

に
孤
立

し
て
し
ま

っ
た
。
そ

の
上

ブ

ナ

は
結
実

年

、

特
に
豊
作
年

が
五

、
六

年

に

I
回
し

か
ま
わ
っ
て
来
な

い
こ
と
も

あ
っ
て
、
老

木

は
次
第

に
少

く
な
り

、
後
継

樹

が
容
易

に
生

え
て
来
な

い
の
で
、
ブ

ナ
林
分

と
し

て

の
天

然
記
念
物

の
維

持

が
困
難

さ
を
増
し

て
来

た

。
そ

こ

で
文
化
庁

の
依
頼

を
受
け

て
私

達
か
五
年
間

ほ
ど
か

け

て
現

状
を
調
査
し

た
。
そ

の
結
果

を
受
け
て

、
大
阪

府
は

、
生

駒

、
金
剛
国
定

公
園
を
拡

げ
て
、
こ

の
ブ
ナ

林
地
域

も
加

え

る
と
共

に
、
保

護
地
域

と
し
て

、
周
囲

の
民
有
林
約

四
〇
ヘ

ク
タ

ー
ル
を
買

い
上

げ
、
林

道
も

出

来

る
だ
け

は
な
し
て
間

に
保
護
樹
帯
を

造
る
な
ど
の

方

策
を
講
じ

て
く
れ
た

。
そ

の
上

調
査
し

て
み

る
と
林

地

及
び
今
日

買
上

げ
ら
れ

た
植
林
地

に
も
少
数

で
は
あ

る
が

、
ブ

ナ
の
若

木
が
成
立
し

て
い

る
の
で
、
次

の
ブ

ナ
の
実
の
豊
作
時

を
ね
ら

っ
て
、
天

然
更
新

の
補
助
作

業
を

し
た
り

、
種
子

を
集
め

て
苗
畑

で
養
苗
し

て
、
更

新

稚
樹

の
不

足
し

て
い
る
所
へ

植

え
込

ん

で
や

れ

ば
、

な
ん

と
か
こ
の
天

然
記

念
物
の

ブ
ナ
林

は
維
持
出
来

る

だ
ろ

う
と
言
う
こ
と

に
な
っ
た

。
そ

こ
で
ブ
ナ
の
実
の

豊

作
年

が
来

る
の
を
待

っ
た

。
よ
う
や
く
四
年
前
の
秋
、

大
豊

作
時

が
ま
わ
っ
て
来

て
、
天

然
更
新

の
補
助
作
業

や
実

生
樹

の
苗
木

養
成
を
現

在
も

つ
づ
け

て
い
る

。
今

年

に
な

っ
て
、
現

在
の

ブ
ナ
林

分
地

に
残

る
、
僅

か
な

数

の
老
大
木

の
養
護
問
題

が
、
大

阪
府
か

ら
提
案

さ
れ

た
。
老

大
木

の
う
ち
特

に
太

い
樹

で
樹
勢

が
弱

っ
て
い

る
も

の
を
え
ら

び
、
樹

木
医

に
診

断
さ
せ

て
、
適
当

な

治
療

を
行
な
い

、
延
命

を
計

ろ
う
と
言
う
提
案

で
あ
っ

た

。
私
は
や

る
な
と
は
言
わ
な
い
が
、
そ

ん
な
こ
と
に

力
を
注
ぐ
よ
り

、
ブ
ナ
林
の
維
持

に
必
要

な
更
新

を
確

保
す
る
こ
と
や
、
植

え
込
み
に
必
要

な
苗
木
の
養
成

に

努
力

す
る
方

が
よ

い
の

で
は

な
い

か
と

答
え

て
お

い

た

。初
め
に
も
記

し
た
よ
う
に
、
決
し

て
樹
木
医

が
不
必

要

だ
と

は
言

わ
な
い
。
銘
木
や
巨

木

で
単
独

で
天

然
記

念
物

に
な

っ
て
い
る
も

の
か
多
く

、
な
か

に
は
樹
勢

の

お
と
ろ
え

て
い
る
も

の
も
見

受
け

ら
れ

る
。

こ
ん
な
樹

に
就

て
は
大
い
に
腕

を
ふ

る
っ
て
も
ら
い

た
い
が
、
林

分
と
し
て
の
森
林

を

維
持

す

る
時

に
は

、

や

は
り
後
継
樹

が
必
要
量
生
え
続
け

る
よ
う
に
努
力

す

る
の
が
先
決
問
題

で
、
林
地

に
残

る
老
木

の
衰
弱
を
と

め

る
努
力

は
森
林

の
林
分
と
し
て
の
維
持

に
は
直
接

か

か
わ
り
な

い
こ

と
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
お
い

て
も
ら

い
た
い

。

上

記

の
よ

う
に
し

ば
し

ば
、
そ
の
間
の
誤
解
が
生
じ

、

う
か
う
か
す

る
と

、
森
林
を
こ
わ
し
か
ね
な
い
事
態

が

生

じ
る
こ
と

に
な

る
。

以
上

今
日
は
最
近
気
づ
い
た
、
皆

伐
人
工

造
林
と
老

大
木

の
養
護
と
自
然
環
境
保
全
と
の
関
葆

を
述

べ
た
が
、

こ

う
し

た
課
題
は
ま
だ
色
々
と
持

っ
て
い
る
の
で
、
こ

の
後
も
、
私

の
見

解
を
述
べ
な
が
ら
、
皆

様
の
御
意
見

を
伺

い
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

た
だ
私

も
老
齢
故

、
続

い
て
記
す
元
気

が
あ
る
か
ど

う
か
分

か
ら
な
い
。
途
中

で
挫
折
す

る
か
も
分

か
ら
な

い

。
そ

の
時

は
御

ゆ
る
し

を
願

い

た

い
と
思

っ

て

い

る
。も

う
京
都
府
や
市

の
色
々
な

委
員
は
あ

ら
方
や
め

さ

せ
て
も
ら

っ
た
が
、
府
の
自
然
環
境

に
関
す

る
審
議
会

j
4

の
委
員
長
の
席
は
、
も
う
一
期
だ
け
残
っ
て
い
る
上
に

最
近
ど
う
し
た
こ
と
か
、
ワ
シ
、
タ
カ
類
の
保
護
に
関

す
る
問
題
か
次
々
と
持
ち
込
ま
れ
、
今
で
も
四
つ
位
の

委
員
会
に
関
係
し
て
、
解
決
に
専
念
し
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
課
題
で
、
私
に
は
頗

る
重
荷
だ
。

4

･¥、
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F
-

公

開
講
座
の
記

録

(
九
六
・
十
二
・
十
四
)

米
材
流
通
の
現
状
と
課
題

ニ
チ
メ
ン
木
材
本
部
長

動

か
す
大
事
件

を
次

々
に
克
服
し
て
は
体
質
を
強
化
し
、

一

、
 
木

材

輸

入

の

構

造

変

化
 
 
 
 
 

円

高
を
更
新
し

続
け

て
き

た
。
最

初
の
試
練

は
七

一
年

の
ニ
ク
ソ
ン

ー
シ
ョ

ッ
ク
。
当
時

、
木
材

の
供
給
側

で

弊
社
は

、
明
治

二
五
年

に
日
本
綿
花

㈱
と
し
て
発
足

。
 
基

準
相
場

が
変
化
し
た
こ
と
の
意
味

に
気
付

く
者

は
な

昭
和

十
八
年

に
日

綿
実
業

㈱
と
名
称
変
更
し

て
以
来
総
 

く

、
そ
れ

に
よ

る
コ
ス
ト
低
下

は
そ
の
ま
ま
商
社

の
儲

合
商

社
化
へ

の
道
を
歩
ん

で
き
た

。
現
社
名
へ

の
変
更
 

け
と
な

っ
た

。

は
昭

和
五
七

年

。
総

合
商
社
と

し

て

の

ラ
ン

ク
は
七

、
 
 
そ

の
後
円
高
に
な
る
に
従

い
、
原

木
の
輸
入
量

が
減

八
番
目

だ
が

、
木
材

輸
入

で
は
長
年

総
合
商
社
の
ト

ッ
 

少
し

、
現

地
挽
き
製
品

が
増
加
し

続
け
る
と
い
う
輸
入

プ
に
あ
る
。
昨

年

の
輸
入

実
績
は
三
四
〇
万

㎡

。
】
棟
 

木
材

の
構

造
変
化
現
象

が
起
き

て
き
た
。

ヱ
(
㎡
使
用

と
仮
定
す

れ
ば
二

〇
万

戸
相
当

の
量
。
国
 
 

そ

れ
が
顕
著

に
な
っ
た
の
は

、
為
替

が

I
ド
ル

匸
一

内

で
の

シ
ェ
ア
は
約
一
〇
%
で

あ

る
。
 
 
 
 
 
 
○
~
一

三
〇
円

に
ま

で
上
が

っ
て
し

ま
っ
た
三

、
四
年

私

が
入
社
し

た
昭

和
三
九

年
頃

は
木
材
輸
入

の
主
体
 

前
か
ら

。
.
九五
年
四
月
に
は
八
〇
円

を
割

っ
た
が
、
そ

は
原

木

で
あ
っ
て
製
品

は
ご
く
僅
か
だ

っ
た
。
国

産
材
 

れ
ほ
ど
日
本
の
経
済
基
盤
は
強
化
さ
れ
た
と

い
う
こ
と

も
五
〇
%
ほ

ど
の

シ
ェ
ア
が
あ
り
、
し

か
も
林
野
庁

に
 

で
あ
り

、
旧
態
似
然
と
し
た
製
材
は
成
り
立
た
な
い
ほ

よ
れ

ば
そ
れ

が
二
〇
年

後

に
は
六

〇
%
か

ら
七
〇
%
に
 

と
経
済
が
高
度
化
し
て
し

ま
っ
た
。

ま
で
拡
大

す

る
と

の
こ
と

だ
っ
た
。
そ

の
数
字
自
体
は
 
 

こ
の
時
点
以

降
原
木

の
流

れ
は
よ
り
一
層
細
く
な

つ

植
林
状
況

に
基

づ
く
正

確
な
も

の
で
あ
っ
た

が
、
‘
為替
 

た
。
そ

れ
に
代

わ
る
新

た
な
太

い
流

れ
に
な
り
つ
つ
あ

が

I
ド
ル
三
六
〇
円

の
ま
ま
で

あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
 

る
の
が
製
材
製
品

で
あ
り

、
従
来

全
く
な
か
っ
た
流
れ

て
い
た
点
に
問
題

が
あ

っ
た

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
製
材
品
で
あ

る
。

し
か
し
日
本
経

済

は
フ

ァ
ッ

ダ
メ
ッ

タ
ル

ズ
を
揺
り齢

y

丶

林
 
俊
 
三

二
、
商
社
と
し
て
の
取
り
組
み

我
々
は
こ
の
世
界
全
体
の
川
の
流
れ
の
乗
り
方
を
考

え
て
い
る
。
細
く
な
っ
て
い
る
流
れ
に
大
型
船
を
乗
り

入
れ
れ
ば
座
礁
し
て
し
ま
う
。
よ
り
小
型
の
船
が
必
要

と
な
ろ
う
。

剛
 

ヨ

ー
ロ

ッ
パ
材

ヨ

ー
ロ

ッ
パ
の
製
材
品

が
入

っ
て
く

る
な

ど
と
は
か

つ
て
想

像
も
で
き
な
か

っ
た
が
、
ド

イ

ツ

、
チ

ェ
コ

、

オ
ー
ス

ト
リ
ア
、
さ

ら

に
は

7
ラ
ッ

ス
か
ら
も
製
品

の

引
き
合

い
が
来

て
い
る

。
二

、
.
三日
前

に
は
北

欧
材
の

中
継
地
と
し

て
製
材
品

を
生
産
し
て
い

る
オ
ラ
ン
ダ
か

ら
も
来
た

。

か

つ
て
の
日
本
は
円

安
為
替

と
い
う
高
い
障
壁
で
世

界

か
ら
隔
離
さ
れ
て

い
た
が
、
い

ま
は
丸

裸
で
世
界

中

か
ら
見

え
る
よ
う

に
な
り

、
各
国

か
ら
の
売
れ
込
み
を

受
け

て
い
る
。

恋

原
木

の
場
合

で
も

コ
ス
ト
低

減
の

た
め

に
は

、

従
来

は
現
地
港

三

ヵ
所
程
度

か
ら
積
み
出

し
、
日

本
の

母
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五
、
六
の
港
に
降
ろ
し
て
ヽ
いた
の
を
、
今
後
は
一
港
で
 

の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
っ
て
こ
そ
売
り
物
に
な
る
。
一
部
上

積

ん
で

I
、
二
の
港

に
降

ろ
す
と
い
う
仕
組
み

が
必
要

だ

。圓

木
質

パ
ネ
ル

ま
た

、
M
D
F
な

ど
の
木
質

パ
ネ
ル
分

野
へ
の
参
入

も

課
題
だ

。
こ
れ

ら
の
生
産
量
は
現
在

の
と
こ
ろ
世
界

全
体

で
一
五

〇
〇
万

ト
ン
だ

が

、
三

、
四

年

後

に
は

三
〇
〇
〇
万

ト
ン

に
な
る
と
予
測

さ
れ

て
お
り
、
将
来

性
あ

る
市

場
だ
。
し

か
し
設
備

投
資
だ
け

で
五
〇
~
七

〇
億

円

か
か
る
。
し

か
も
現
在

は
中
小
企
業

の
国

際
化

等

が
進
み

、
商
社

が
物

の
売

買
を
仲
介
す

る
こ
と

で
利

益
を
得

ら
れ
る
よ
う
な
時
代

で
は

な

く

な
っ

て
い

る

。

商

社
と
し
て
も

マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ャ
リ
ッ
グ
の
分
野
に
入

っ

て
行
く
必
要

が
出

て
き
て
い

る
。

M
D
F
は

、
素
材

で
あ
っ

て
、
こ

れ
を
塩

ビ
加
工

・

ペ

ー
パ

ー
ラ

ッ
プ
加
工

す
る
専
門
工
場

を

つ
く

る
動
き

が
で
て
き

て
い

る
。
問
屋

を
通
す
物
流

だ
け
で
成
り
立

た
な
く
な
り

、
加
工
工

場
も
現
地

に
建

設
す

る
シ
ョ
ー

ト
カ

ッ
ト

が
こ
の
分

野
で
も
増
え

て
い
る
。

圓

住
宅
資
材

こ

の
よ
う
に
世
界

全
体

の
川

の
流

れ
を
見

渡
せ

る
よ

う

に
な
っ
た
の
も

、
一

ド
ル
ハ

〇
円

と

い
う
超

高
性

能

望
遠

鏡
を
持

っ
て
し

ま
っ
た
こ
と

に
よ

る
。
し

か
し

こ

の
望
遠

鏡
は
も
は
や
商
社

だ
け

で
な
く

、
中
学
生

ま
で

が
持

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
中
間

の
排
除

が
よ
り

進
む
こ
と
を
意
味
し

て

い

る
。
そ

の
た
め
に
は
よ
り

オ
ッ
ド
ユ

ー
ザ

ー
に
近

づ

か
な
く

て
は
な
ら
な
い
し

、
よ

り
マ
ニ

ュ
フ
ァ
ク
チ

a

ア
の
分
野

に
も

進
出

し
な
く

て
は
な
ら
な
い

。

エ
ン

ド
ユ

ー
ザ

ー
に

原
木
は

売
れ
な
い

。
製
品
加
工

場

の
住
宅

資
材

メ
ー
カ

ー
で
さ
え
も

、
ド
ア

ー
本
の
個

別
配

送
を
し
な
い
と
生

き
残

れ
な
い
と
言

っ
て
い
る
時

代

だ
。
そ

の
よ
う
な
サ

ー
ビ

ス
か
経
営

の
負
担

に
な
ら

な
い
よ

う
、
流
通
機
構

の
変
革

が
必
要

だ
。

プ
レ
カ

ッ
ト
と

い
う
新
し
い
機
械

の
発
明

に
よ
り
物

流

が
変
わ

っ
た
。
商
社
な
い
し
現
地

の
製
材
工

場
か
ら

プ
レ
カ

ッ
ト
エ

場

、
そ
し
て
工

務
店
へ
と
い
う

シ
ョ
ー

ト
カ

ッ
ト

が
始
ま

っ
た
。
大
き
な
プ

レ
カ

ッ
ト
エ

場
や

為
替
相
場
の
衝
撃
を
受
け
止
め
る
自
信
の
あ
る
企
業
は
、

商
社

抜
き
で
現

地

メ

ー
カ

ー
か

ら
直

接
購

入

し

て

い

る

。従
来

、
ソ

リ

ッ
ド
や
原
木

の
場
合
は
野
積
み
に
し
て

い
た
が
、
K
D
材

や
集
成
材

な
ど
は
倉
庫
が
不
可

欠
。

よ

り
エ
ン
ド
ユ

ー
ザ
ー
に

サ

ー
ビ

ス
す
る
と
い
う
意

味

か
ら
も
倉
庫
や
セ
ン
タ
ー
機

能
は
必
要

と
の
考
え
か

ら
、
弊
社

で
は
全
国

一
〇
個

所

に
サ

ー
ビ
ス
セ
ッ
タ

ー

を
建
設
す

る
計
画

で
あ
る
。
主
要

な
所
は
苫
小
牧

、
川

崎

、
名
古
屋

、
大
阪

、
博
多

な
ど
。

こ
れ
ら

の
セ
ン
タ
ー
は
同
時

に
各
地
域

で
輸
入

住
宅

を
手
掛
け

る
企
業

と
の
提
携

の
拠
点

と
も
な
る
。

三
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
材
の
登
場

阪
神
大
震
災
と
と
も
に
円
高
と
い
う
超
高
性
能
望
遠

鏡
が
加
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ

I
、
二
年
で
グ
リ
ー

ン
か
ら
K
D
へ
、
K
D
か
ら
集
成
材
へ
と
い
う
木
材
の

動
き
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
が
間
取

り
や
外
観
の
点
で
洋
風
指
向
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
影

響
し
て
い
よ
う
。

木
材
流
通

の
主
流
は
や

は
り
原
木

で
あ
り

、
弊
社

と

し
て
も

こ
れ
を
減
ら
す
考
え
は
な
い
し

、
‘
相場

で
の
勝

負
も

続
け

て
い
く

つ
も
り

だ
が
、
原
木
輸
入
量

が
年
々

減
少
し

て
い

る
こ
と
は

事
実

だ
。

】
方
、
現
地
挽

き
製
品

は
増
加
は
し
て
い
る
も
の
の
、

ア

メ
リ

カ

ー
カ
ナ

ダ
材

は
原

木
材
料

の
高
騰
で
頭
打
ち

傾
向
に
あ
り

、
代

わ

っ
て
ヨ

ー
ロ

″
パ
材

が
伸
び

て
き

て
い
る

。

十

一
月

に
モ

ス

ク
ワ
で
聞

い
た
話

で
は
、
ニ

カ
月
前

に
イ
タ
リ

ア
で
開
催

さ
れ

た
「
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
針
葉
樹
会

議
」
の

席
上

、
メ

ー
カ

ー
は

売
り
込
み

の
照

準
を
大
消

費
地

日
本

に
置

く
と
表

明
し

、
ユ

ー
ザ

ー
か

ら
の
反
発

が
あ
っ
た
と

の
と
こ

だ

。

ヨ

ー
ロ

ッ

パ
の
原
木

や
製
品

の
輸
入

は
ほ
ん
の
三
年

前

か
ら
だ

。
当
初

は
三

〇
〇
〇
~
四

〇
〇
〇
㎡

で
あ
っ

た
が
、
九

四
年

に
は
五

〇
万

㎡
、
九
五

年

に
は
八
〇
万

㎡
、
九
六

年

に
は

匸

一
〇
~
一

三
〇
㎡

が
見
込
ま
れ
る
。

日
本

の
木
材
輸
入

の
概

数

は
、
米
材
原

木
八
七

〇
〇
万

㎡
、
米

加
材
製
品
七
三
〇
万

㎡

、
ロ

シ
ア
材
五
〇
〇
万

㎡
、
N
Z
・
チ

リ
材
二
二

〇
万

㎡

、
南
洋
材
五
〇
〇
万

㎡
、
合

板
五

〇
〇
万

㎡

、
計

三
五

〇
〇
万

㎡

ほ
ど
。
こ

の
一
角
に

ヨ
ー
ロ

ッ

パ
材

が
食

い
込
ん

で

き

て
お

り

、

今
後

も
急
増
し
て
こ
よ

う

。

そ

の
理

由
は

、
九
九

%
が

K
D
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で

K
D
が

発

達
し
た
の
は
、
①
木
が
細
い
、

②

ア
テ
が
多
い

、
③
従

っ
て

ク
リ
ア
が
取

れ
ず

、
集
成

材
技
術

が
発
達
し
た

、
な

ど

の
理
由

に
よ

る
。
つ
ま
り

原
木

の
持

つ
欠
点
を

テ

ク
ノ

ロ
ジ
ー
で
克

服
し

て
き

た

と
い

う
歴
史

背
景

が
あ

る

。

さ

ら
に
④
阪
神
大
震
災
以

降
の
ニ
ト
ズ

に
合
致
し

た
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こ
と
、
⑤
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
や
日
本
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
向
け
輸
出
コ
ン
テ
ナ
便
の
復
路
を
利
用
で
き
る
と
い

う
経
済
的
利
点
も
あ
る
。
ま
た
⑥
立
木
価
格
や
労
賃
が

安
い
う
え
、
平
坦
地
な
の
で
伐
採
費
用
も
安
上
が
り
で

あ
る
。

逆
に
欠
点
は
、
産
地
で
契
約
し
て
か
ら
日
本
の
デ
リ

バ
リ
ー
に
着
く
ま
で
三
、
四
ヵ
月
か
か
る
の
で
、
相
場

変
化
の
リ
ス
ク
が
大
き
い
点
で
あ
る
。

四

、
海
外
で
の
展
開

伐
採

費
、
労

買
、
壥

賃
の
安
さ
に
加
え
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー

の
集
積

が
あ
る
の
で

、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
に
集
成
材
工
場

を

建
設
す

る
計
画

だ

。
日
本
向

け
の
高
品
質
を
確

保
す

る

た
め
現
地

メ
ー
カ

ー
だ
け

で
な
く
日
本
企
業
の
参
画

も

得

る
考
え

だ
。

ま

だ
、
N
Z
に

は
す

で
に
数

年
前

に
梱
包
用
製
材

所

を
日
本

の
大
手
製

材
工

場
と

ジ
ョ
イ

ン
ト
で
持

っ
て
い

る
。
生
産
量

は
年
間

二
五
万

㎡
。
そ

の
相
当
部
分

は
日

本
向
け

で
、
一
部

は
第
三
国

お
よ
び

N
Z
。

円

高
で
国
内

輸
出
産
業

の
空
洞

化

が
進
行
し

て
い
る

か

、
弊
社

も
タ
イ

に
日
本

メ

ー
カ

ー
と

タ
イ

ア

ッ
プ
す

て
梱

包
工

場
を
建
設
し

、
梱

句
作
業
ま

で
手
掛
け

る
会

社

も
拵
え
た

。

こ
の
よ
う
に
海
外

で
も
工

場
建

設

が
進
ん

で

お
り

、

こ

れ
ら
は
マ
ニ

ュ
フ
ァ
ク
チ

ュ
ア
の
拠
点

と
す

る
。

ロ
シ
ア
材

の
状
況
も
国

内
で

の
急

速
な
変
革

の
進
展

で
変
化
し

て
い
る
。
か
つ
て
は
輸
出
窓
口
は
国
だ
け
だ
っ

た
か

、
今
日

で
は
サ

プ
ラ
イ
ヤ

ー
が
急
増
し

、
ア

メ
リ

カ
人

や
カ
ナ

ダ
人

の
会
社

さ
え
あ

る
。

t
‘

買

い
方
も

、
従
来
は
本
船
乗
り
渡
し
だ
っ
た
が
、
そ

れ
を
鉄

道
乗
り
渡
し
に
す
る
よ
う
準
備
中
で
あ
る
。
本

船
乗
り
渡
し
と
は
、
こ

ち
ら
で
用
意

し
た
船

へ
の
積
み

込
み
ま
で
を

ロ
シ
ア
側

に
委

託
す
る
も
の
だ
が
、
木
材

不

足
の
時
は

、
港
に
運

ば
れ
た
木
材

を
巡

っ
て
商
社

の

駆

け
引

き
か
す
さ
ま
じ

い
。
だ

か
ら
よ
り
上
流

に
向
か

い
、
ロ

シ
ア
側
が
鉄
道
に
積

ん
だ
時
点

で
買

っ
て
し
ま

お
う
と
い
う
の
か
鉄
道
乗

り
渡
し

。

ロ
シ
ア
材
を
使
う
側
も

、
製
材
工

場

か
ら
合
板
会
社

に
変

化
し
て
き
て
い
る
。
こ

れ
は
カ
ラ
マ
ツ
の
低
価
格

性

・
量

的
安
定
性

に
よ

る
。

し
か
し
、
日

本
の
林
業
機

械

メ
ー
カ

ー
か

参
加

し

、

ロ
シ
ア
か
ら
の
木
材

輸
入

の
見

返
り

に
日
本

か
ら
伐
採

用
機

械
な
ど
を
輸
出
す

る
と
い
う
K
S
協

定
も

、
第
三

次

ま
で
来
た
が
、
第
四
次

は
現
在
交
渉
中

で
あ

る
。
口

シ
ア
に
と

っ
て
は
第
三
次
協
定

か
ら
八
年

が
経

っ
て
機

械
類

の
老
朽
化
が
著
し

く
、
緊

急
に
締
結
す

る
必
要

が

あ
る
。

そ
の

ロ
シ
ア
に
お
い

て
も
乾

燥
化

は
進

ん

で
い
て

、

シ
ベ
ニ
ア
の
内

陸
部

で
も
乾

燥

設
備

は
整

い

つ

つ
あ

る

。先

進
国
中

で
乾
燥
設
備

の
最
も
遅

れ
て
い
る
の
が
日

本

だ
。
し

か
し
阪
神
大
震
災
以
来

、
大
手
製
材
工

場
は

急
速
に
乾
燥
設
備
の
充
実
を
図
り
始
め

て
い
る
。

南
洋
材
も
、
サ

バ
の
原
木
輸
出
禁
止

に
端
を
発
し
て

変
化

。
三
、
四

年
前

か
ら
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
輸
入

が
始

ま
り
、
現

在
で
は
日
常
化
し

て
い
る
。
イ

ン
ド
ネ

シ
ア

か
ら
日
本
向
け
の
輸
出

は
五
五
〇
万

㎡
あ
る
が
、
そ

の

上

、
サ

バ
か
ら
の
分
は
今
年
度
は

一
六
〇
万

。
m
程度

に

ま

で
増
加

す
る
と
見

込
ま
れ

る
。

五
、
輸
入
住
宅

こ

う
し
た
大
き
な
変
化
へ
の
対
応
の
一

つ
と
し
て
輸

入
住
宅

を
考
え
て
い

る
。
長
年
原

木
輸
入
を
手
掛

け
て

き
た
取
引

先
と
の
提
携

が
可
能
な
こ
と

、
在
来
工

法
や

プ
レ
(
ブ

は
大
手
の

シ
ェ
ア
が
高
く
進
出

の
余
地

が
な

い
、
な

ど
の
理
由

に
よ

る
。

住
宅

産
業
と
は
労
働
力
面

で
は
地
場

産
業

で
あ
る
と

位
置
付
け

、
神
戸

に
輸
入
住
宅
会
社
を
作

っ
た
。
大
工

の
手
配

が
非

常
に
難
し

い
地
区
な
の

で
、
現

地
ゼ
ネ
コ

ロ
と

ジ
ョ
イ
ン
ト
し
て

い
る
。

住
宅
市
場

に
お
け

る
大
手
住
宅
会
社

の
シ

ェ
ア
は
三

~
四

割
。
六

~
七

割
は
中
小
工

務
店

で
あ
っ
て
日
本
の

住
宅
を
支

え
て
い
る

。
し
か
し
中
小

工

務

店

の
場

合

、

輸
入
住

宅
へ
の
参
入
を
考
え
て

も

ア

ク
セ

ス

が
な
い

。

そ
の
ニ
ー
ズ

を
汲

み
上

げ

る
た
め
の
組
織

と
し
て
ニ
チ

メ
ン
ホ
ー
ム

を
設
立
し

た
。

前
述

し
た
各
地
の

セ
ン
タ
ー
は
集

成

材

、
K
D
材

、

大
断
面
材
だ
け
で
な
く
輸
入
住
宅
資
材
の
配

送
セ
ッ
タ
ー

と
し

て
の
機

能
も
持

つ
。

こ

の
よ
う
な
国

内
で
の
努
力
と
同
時

に
、
産
地

で
も

ブ
ロ
ー
カ

ー
を
通
さ
ず
我
々
自

身
の
手

で
調
達

で
き
る

よ

う
会
社

を
設
立
し
た

。

な
ぜ
輸
入

住
宅
か

。
超
高
性
能
望
遠
鏡
を
持

っ
た
た

め

、
い

ま
や
年
に
一
五

〇
〇
万

人

も
の
人

が
海
外

に
出

か
け

て
い
く
。
そ

の
結
果
西
洋
風

住
宅

へ
の
憧

れ
、
生

活
様
式

の
変

化
が
起
き

て
い
る
。
そ

の
願
望

を
満

た
す

お
手
伝

い
を
し
た
い
と

い
う
の
が
、
輸
入

住
宅

の
コ
ン

セ
プ
ト
だ
。
輸

入
住
宅

の
特
徴
は

シ
ャ

ー
プ
で
多
層
の

I
’
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屋
根

。
白

い
外

壁
。

ま

た
、
欧
米

で
は
住
宅

関
連
機
器

が
日
本
よ
り
ず

っ

と

安
く
て
良
い
も

の
が
手

に
入

る
の
で
、
規
制
緩

和
の

成
果

が
十

分
に
活
用

で
き

る
利

点
も

あ
る
。

た

だ
し

、
部

品
交
換

サ

ー
ビ

ス
の
迅

速
化

が
課
題

と

な

る
。
そ
の
た
め

に
K
D
材

や
集
成
材
の
配
送
セ
ッ

タ
ー

と
し
て
の
全
国
十

ヵ
所

の
倉
庫

を
利

用
す

る
。
当
面

は

そ
こ
の

】
角
を

輸
入

住
宅
資
材

の
た
め
の

デ
ポ
ー
と
し

て
利
用

す

る
な

ら
ば
十

分

に
ペ
イ
で
き
る

。

《
質
疑
・
討
論
》

◇
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
問
題
も
住
宅
産
業
に
進
出
す
る
際
対

応
が
重
要
に
な
る
と
思
う
が
。

小
林
 
(
ウ
ジ
ン
グ
メ
ー
カ
ー
な
ど
も
I
S
O
の
基
準

に
合
格
す
る
よ
う
な
製
品
を
作
り
始
め
て
い
る
。
材

木
の
ほ
と
ん
ど
が
住
宅
資
材
と
な
る
の
だ
か
ら
(
ウ

ジ
ン
ク
メ
ー
カ
ー
の
姿
勢
次
第
で
は
な
い
か
。

◇
日
本
の
業
界
は
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
問
題
に
対
し
て
は
驚

く
ほ
ど
無
関
心
だ
。
先
日
W
W
F
の
セ
ミ
ナ
ー
に
出

席
し
た
と
こ
ろ
、
消
費
者
側
は
資
源
保
持
の
保
証
ラ

ベ
ル
が
な
け
れ
ば
使
わ
な
い
と
言
明
、
業
者
側
も
そ

れ
へ
の
対
応
に
努
め
て
い
る
。

小
林

木
材
へ
の
影
響
も
あ
る
。
例
え
ば
陶
器
の
外
箱

は
モ
ミ
の
一
種
の
ホ
ワ
イ
ト
‘
フ
ァ
ー
が
使
わ
れ
て

い
た
が
価
格
が
高
騰
し
た
こ
と
も
あ
り
、
メ
ー
カ
ー

で
は
紙
製
の
箱
に
切
り
替
え
始
め
て
い
る
。

大
手
商
社
は
ど
こ
も
社
内
に
環
境
保
全
部
門
を
設

け
、
自
社
の
仕
事
の
環
境
へ
の
影
響
を
遂
一
チ
ェ
ッ

ク
す
る
仕
組
み
を
作
っ
て
い
る
。

◇
資

料
中

、
木
材
本
部
と
し
て
の
昨
年
度
販
売
量
分
の

う
に
「
第

三
国
向
け
丸
太
」
と

あ

る
の
は
ど
こ
か

。

小
林

主

に
韓
国

だ
。
確

か
に
こ
う
発
言
し
た

が
韓
国

側
を
刺
激
す
る
発
言
な
の
で
削
除
願

い
ま
す

。
弊
社

が
介
在
し
て
い
る
。

◇
韓
国

で
の
用

途
は
。

小

林
 

ロ
シ
ア
材
の
中

で
も

あ
ま
り

良
質

で
は

な

い
、

パ
ル
プ
材

並
み
の
も
の
を
建
材

に
用

い
て
い
る
よ

う

だ
。実

は

ロ
シ
ア
は
国

境
で
中
国

と
木
材
の

バ
ー
タ

ー

取
引

を
し
て
い
る
。
数
字

に
は
出

な
い

が
、
そ

の
木

材

の
売
り
込
み
か
中
国
側

か
ら
来

る
。

◇
日

本

か
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
木
材

の
買
付
け

を
新
規

に
開

拓
す

る
方
法
は

。
ま
た
そ
の
際

の
最
低

ロ
ッ
ト
は
。

小
林
 

ロ
ッ
ト
は
コ
ン
テ

ナ

ー
本
が
三
四
圭

二
五

。
m
と

し

、
㎡
当
た
り
か
五
万

円
と
す

る
と
一
八
〇
万

円
程

度

。買
い
付
け
は
、
フ

ィ
ン
ラ

ン

ド
を
例

に
と

る
と

、

当
方
か
ら
の
開
拓

で
は
な
く
現
地

製
材
所
か
ら
の
働

き
か
け
に
よ
る
。
あ

る
日
領

事
館

を
通
じ
て
引

き
合

い
が
あ
り
、
社
員

が
現
地

に
飛

ん
で
品
質

を
確
認
し

た
上

で
取
引
を
決
め
た

。
樹
種

は
ホ
ワ
イ
ト

ー
ウ
ッ

ド
と
い
う
ロ
シ
ア
材
の

エ
ゾ
や
米
材

の
ホ
ワ
イ
ト

ー

ス
プ
ル
ス
に
似
た
も
の

。

◇
日

本
の
森
林
の
伐
採
量
は
成
長
量
の
三
分
の
一
以
下
。

為
替
次
第

で
は
将
来
性
が
あ

る
の

で
は

。

小
林

為
替

レ
ー
ト
が
二

〇
〇
円

に
戻
れ

ば
内
地

ス
ギ

を
中
国
や
韓
国

に
輸
出
で
き

る
可

能
性
は
あ

る
と
思

う
。
た
だ
し
国

産
材

は
量
的
に
ま
と
ま
ら

な
い

。
一

個
所

の
土
場

に
三
〇
〇
~
五

〇
〇
㎡

と
い

う
の
が
実

態
で

、
我
々
も

扱
い

た
い
が
非
常

に
難
し

い
。

◇
ロ

シ
ア
材
貿
易

へ
の
規
制
は
ど

の
程
度
か

。

小
林

規
制
は
原
則
と
し

て
全
く
な

い
。
山

元
へ
行

つ

て
山

ご
と
買
う
こ
と
も

で
き

る
。
し

か
し
権
利
関
係

の
チ
ェ

ッ
ク
な
ど
の
作
業

が
膨
大

で
あ
り

、
よ

り
簡

便
な
鉄
道
乗

り
渡
し
な
ど
の
方
法
を
選
択

し
た
い

。

K
S
協

定

は
個
別

の
商
社
に
は
何
の
影
響
も
な
い
。

た
だ
そ

の
後

の
情
勢
の
変
化
や
前
金
制
度
な
ど

が
原

因

で
、
中
核
だ

っ
た
大

手
商
社

も
撤
退
し

た
処
も
出

て
き
た
り
し

、
現
在
力
を
入

れ
て
い
る
の
は
日
商
と

弊

社
ぐ
ら
い

に
な

っ
て
し

ま
っ
た
。
続

行
し
て
い
く

た
め
に
は
あ

る
程
度

の
メ
ン
バ
ー
が

必
要

。
現
在
十

一
社

で
計
画

し
て
い

る
が
、
中
心

の
二

、
三

社
以
外

は
ど
こ
も

I
~
二

%
の

シ
ェ
ア
と

い
う
の
か
実
情

。

以
上
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は
じ
め

に

昨
年
九
月

に
、
マ

レ
ー
シ

ア

ー
サ
ラ
ワ
ク
に
五
日
間
、

二

日
間

を
半
島

マ
レ
ー
シ

ア
と

い
っ
て
も
国

立
林
業
試

サ
ラ
ワ
ク
林
業
と
社
会
を
瞥
見
す
る

yJ‘

図 1 サ ラワ ク州
!

験
場

F
R
I
M
だ

け
だ

っ
た

が
、
熱
帯

雨
林
地
域

の
一
部

を
垣
間

見

て
き

た

。

こ

れ
ま
で
焼
畑

の
調
査
で
フ
ィ
リ

ピ
ン

の
ミ

ン
ダ
ナ
オ
島
の
東
部
と

ル
ソ

ン
島

の
北
部
を
、
社
会
林
業

の
調
査
で
は
フ
ィ

リ

ピ
ン
の

ル
ソ

ン
島

中
部

、
セ

ブ

島

、

レ
イ
テ
島
、
イ

ン
ド
ネ

シ
ア
の
ジ

ャ
ワ

島
中

・
東
部

を
見

て
き
た

が
、
マ

レ
ー

シ
ア
と
イ

ン
ド
ネ

シ
ア
の
両
国

に
ま
た

が
る
ポ
ル
ネ
オ
島
を
ぜ
ひ
見

た
い
と
思

っ

て
い

た
。
旧
国
立
林
業
試
験
場

に
居

ら

れ

た
小
林
裕

さ
ん

が
企
画
し

た
六
人

の

視
察
団

に
加
わ
り

、
サ

ラ
ワ
ク
州

都
の

ク
チ

ン
に
滞
在
し

、
周
辺

の
国
立
公
園

を
見

た
だ
け

で
あ

る
が
、
サ

ラ
ワ
ク
州

の
林
業
と
木
材
産
業

に
つ
い
て
の
資
料

を
入
手
し

た
の
で
、
先

ず
森
林

の
概
況

か
ら
見
よ

う
。

統
計

か
ら
み

る
森
林

の
概
況

サ
ラ

ワ
ク
州
の
陸
地
面
積
は

I
、
二

三

一
万

ヘ

ク
タ

ー
ル

、
日
本
の
三
分
の

表 - サラ ワ ク州 森 林 面 積 の 推 移

転用森 林

(1000ha)

永久森林

(1000ha)

完 全 保 護地

域 (1000ha)

森 林面積計

(1000ha)

森 林 率

(%)

永久森 林率

(%)

1984年 5,311 3,232 253 8,796 71.36 36.75

1985年 3,942 4,572 253 8,768 71.14 52.15

1994年 3,914 4,434 291 8,639 70.14 51.33

9

サラワク年報 コタ・キ ナパル領事館

表 -2 サ ラ ワ ク州 機 能 別 林 型 区 分 (1991年 ,単 位 ;ha) 田
 

中林型区分

永 久 森 林 完 全 保 護 地 域

計 永久林 保 護 林 共用 林 計
国立

公園

野生生

物珊 区

野生生 物

リハビ リ

テーシ ョン

マ ン グ ロ ーブ 林 36,992 25,057 11,909 26 0 0 0 0

泥 炭 湿 地 林 761,704 357,169 401,283 3,252 0 0 0 0

丘 陵 混 交

フ タパ ガ キ科 林
3,698,916 471.553 3.224,981 2,382 290,689 115,098 174,851 740

計 4,497,612 853,779 3,638,173 5,660 290,689 115,098 174,851 740

茂

サラ ワ ク の 林 業 表 1と 同 じ
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(単 位 ;千 ha)表 -3 サ ラワク州管理方法別森林面 積の推 移

永 久 ` 森 林 転 用 森 林

丘 陵 混 交

フ ダ ガキ 科 林

泥 炭

湿 地 林

マングローブ

林
計

丘 陵 混 交

フ タバガキ科林

泥 炭

湿 地 林

マン グロ ーブ

林
計

1984年 2,428 763 , 42 3,232 4,695 485 131 5,311
1985年 3,768 763 42 4,572 3,327 485 131 3,942
1994年 3,635 762 37 4,434 3,299 484 131 3,914

表 -1と 同 じ

一
で
あ
り

、
森

林
面

積
は
八
六

四
万

ヘ

ク
タ

ー

ル
と
北
海

道
と

東
北
地
方

の
森

林

面
積

の
合
計

に
ほ

ぼ
等
し
い
。

森
林

は
農
業
用

地
等

へ
の
地
目

転
換

が
可
能
な

転
用
森
林

、
恒

久
的

な
森
林

と

し

て
残
す

べ
き

永
久

森
林

、
な

ら

び

に
完

全
保

護
地
域

の
三

つ

に
分
け

ら
れ

て

い

る
。
一
九

八

四

年

に
は

転
用

森

林

が
六
〇
%

を
占

め

て
い

た

が
、
翌

八
五
年

に
は
四

五

%
に

へ
り

、
代

っ
て

永

久
森
林

は
三

七

%
か

ら
五
二

%
へ

と

ふ

え

、

こ

の
比

率
は
今

で
も

ほ
ぼ
変
ら

な
い

。
サ

ラ

ワ

ク
の
森
林
開
発
は
海
岸

ぞ
い
の
泥
炭
湿
地
林
か
ら
始
ま

り

、
一
九
七
〇
年

代
末
か
ら
八
〇
年

代

に
入
っ
て
、
丘

陵
林
へ
と
移
行
し
て
い
く
が
、
イ

ン
ド
ネ

シ
ア
が
丸
太

の
全
面
輸
出
禁
止
を
行

っ
た
の
か
一
九
八
五
年
で
あ
り
、

サ
ラ

ワ
ク
が
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
代
る
産
地
と
し
て
重
視

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
こ
の
頃

で
あ
る
。

私
た
ち
か
視
察
し

た
国
立
公
園

、
野
生
生
物
保
護
区

、

野
生
生
物

リ
(
ビ

リ
テ
ー
シ

ョ
ン
は
完
全

保
護
地
域

に

な
っ
て
お
り

、
二
九
万

ヘ
ク
タ
ー
ル

の
全

て
が
丘
陵
混

交

フ
タ
バ
ガ
キ
科
林

で
あ

る
。
こ
の
丘
陵
混
交
フ

タ
バ

ガ
キ
科
林
の
全
面
積
は
七
二

二
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
で

、
そ

の
五
〇
%
が

永
久
森
林
だ
が

、
転
用
森
林
は
四
六

%
に

も
な

る
。
泥
炭
地
森
林
は

匸

一
四
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
転

用
森
林
は
三
九

%
だ

が
、
マ

ン
グ

ロ
ー
ブ
林
は
一
六
万

ヘ
ク
タ

ー
ル
で
そ
の
八
二

%
は

転
用

森
林

と
な
っ
て
い

る
。
最

高
峰
は

サ

バ
と

の
州

境

に
近

い

ム

ル

ッ
ド
山

(
二
、
四
二

三

m
)
で

混
交

フ

タ

バ
ガ

キ
科
林

は

I
、

表 -4 サ ラワ ク州農業 用地面 積内訳

作 物 名 面 積 (ha)

ゴ     ム 223,811

`カ  カ  オ 59,183

コ コ ナ ツ 63,397

オ イ ル ・パ ーム 83,127

コ ・シ ョ ウ 9,500

水    稲 55,652

陸    稲 74,006

計 568,676

サラ ワ ク年 報 1993,表 -1と 同 じ

五

〇
〇
m
ま

で
、
熱
帯
雨

林
は

I
、
〇
〇
〇
m
ま

で
と

な

っ
て
い
る
。

こ
こ

で
農
業
用
地
五
六
万

八
千

ヘ
ク
タ
’
I
ルの
作
物

別
面
積

を
み

る
と
、
最

も
多
い
の
が
ゴ
ム
ニ

二
万

ヘ
ク

タ

ー
ル

で
三
九
%
を
占
め

る
が
、
つ
い
で
オ
イ
ル

ー
パ
ー

ム
、
陸

稲

、
コ

コ
ナ
ツ
、
カ

カ
オ
、
水

稲
が

そ
れ
ぞ
れ

八
万

圭

(
万
ヘ
ク
タ
ー
ル

づ
つ
作
付

さ
れ
て

い
る
。
こ

の
こ

と
は
、
鶴
見
良
行

戉
が
サ
ラ
ワ
ク
は
、
プ
ラ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
一
色
と
い
う
よ

う
な
植
民
地
主

義
的
ま
と
ま
り

を
生

ま
な
か
っ
た
独
特
な
植
民
地

で
、
さ

ま
ざ
ま
な

バ

ラ
エ
テ
ィ
の
あ
る
自
給
自
足

の
村
む

ら
が
曼

陀
羅
模
様

の
ま
ま
で
維
持
さ
れ
た
と
述

べ
て
い

る
こ

と
と
関
係
が

あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
(
文
献
二

)

減
少
す

る
丸

太
の
生
産
と
輸
出

ヽ
増

加
す
る
州
内
供
給

こ
れ
ま

で
東
南

ア
ジ
ア
に
お
け
る
熱
帯
木
材

の
開
発

は
、
フ

ィ
リ

ピ
ン
、
マ

レ

ー
シ
ア

ー
サ
バ
州

、
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
と
続
き

サ
ラ
ワ
ク
が
最
後
に
残

さ
れ
て
き
た
の

は
、
サ

ラ
ワ

ク
材

が
小

径
木

で
、
丘
陵

地
で
も
砂
地

が

多

く
て
過

熟
に
な
り
易
く

、
穴
明

き
材

が
多
い
等

、
質

的

に
劣

る
か
ら
で
あ
る
と

い
わ
れ
る

(
文
献

一

)
。
い

ま
一
九
七
〇
年

以

降
の
サ

ラ
ワ
ク
に
お
け
る
丸
太
の
生

産
量
と
輸
出
量

の
推
移
を
み

る
と

、
丸
太
生

産
量
は
七

〇
年

の
四
六

三
万

㎡
が
七
五

年
の
二
五
〇
万

㎡
へ
、
輸

出
量

は
一
己

一
万

㎡
か
ら

匸

一
五
万

㎡
へ
と
減
少
し

た

が
、
七
六
年

か
ら
漸
増
し

て
い
っ
た

。
そ
し

て
七
九
年

か
ら
九

一
年

に
か
け

て
、
州

内
供
給
率
は
二
〇
%
に

も

満
た
な
か

っ
た

。
一
九
九

一
年

に
は
丸

太
の
生
産
量
は

一
九
四
一
万

㎡
、
輸
出

量
は

一
五
八
二
万

㎡
、
輸
出
額

5



で
三
一
億
リ
ン
ギ
と
最
高
を
示
す
。
こ
れ
ま
で
を
輸
出

相
手
国
別
に
み
る
と
、
日
本
は
一
九
七
〇
年
以
来
の
ほ

と
ん
ど
を
、
輸
出
量
の
四
〇
%
か
ら
七
〇
%
ま
で
を
占

め
て
最
も
多
い
。
七
〇
年
に
は
台
湾
、
韓
国
、
香
港
へ

の
輸
出
量
は
そ
れ
ぞ
れ
三
五
万
~
四
〇
万
㎡
と
ほ
ぽ
等

し
か
っ
た
。
し
か
し
台
湾
へ
の
輸
出
量
が
七
七
年
か
ら

急
増
し
、
七
八
年
に
は
日
本
を
上
ま
わ
り
、
八
〇
年
代

前
半
は
二
〇
〇
万

㎡
台
、
八
七
年
か
ら
は
三
〇
〇
万
㎡

表 -5 丸太生産量・輸 出量・州 内供給量 の推 移

生 産 量

(㎡ )

輸 出 旱

(㎡ )

輸 出 額

(1000RM)

州 内

供給量(㎡ )

州 内

供給率(%)

1969年 4,324,200 3,059,696 143,388 1,264,504 29.2

1970 4,685,091 3,H7,265 148,418 1,567,826 33.5

1975 2,511,341 1,254,661 63,729 1,256,680 50.0

1976 4,414,217 2,953,890 242,095 1,460,327 33.1

1979 7,512,448 6,052,391 806,194 1,460,057 19.4

1982 11,243,178 9,187,424 1,262,917 2,055,754 18.3

1985 12,285,328 11,452,000 1,403,509 833,328 6.8

1989 18,162,578 14,961,000 2,670,529 3,201,578 17.6

1991 19,410,903 15,823,000 3,143,903 3,587,903 18.5

1993 16,735,011 9,126,980 2,868,057 7,608,031 45.5

1994 16,317,715 8,498,100 2,568,803 7,819,615 47.9

1995 16,091,921 7,841,200 2,291,279 8,250･,751 51.3 に
達
す
る
。
韓
国
も
八
一
年
か
ら
I
〇
〇
万
㎡
台
、
八

九
年
か
ら
は
二
〇
〇
万
㎡
台
に
な
る
。

一
九
九
三
年
に
な
る
と
丸
太
の
生
産
量
は
一
六
七
三

万
㎡
、
輸
出
量
は
九

匸
一
万
㎡
へ
と
減
少
す
る
。
と
く

に
輸
出
量
は
九
一
年
対
比
で
四
五
%
の
減
少
と
な
り
、

州
内
供
給
率
は
一
挙
に
上
昇
す
る
。
こ
れ
は
サ
ラ
ワ
ク

州
に
お
い
て
、
持
続
可
能
な
森
林
経
営
を
達
成
す
る
た

め
、
国
際
熱
帯
木
材
機
関
I
T
T
O
の
勧
告
を
受
け
入

表 -1と 同 じ

表 -6 国 別 丸 太 輸 出 量 の 推 移

輸  出  量 (1,000㎡ ) (対 日 割 合 )

日本 台 湾 韓 国 香港 そ の 他 計 輸 出 量 輸 出 額

1970年 1,933 350 350 404 80 3,117 66%

1971 1,506 441 194 397 8 2,545 59

1972 1,406 264 3 242 82 1,997 70

1975 775 204 6 198 71 1,254 62

1976 1,799 540 76 314 224 2,953 61

1977 1,549 1,048 326 317 242 3,481 44

1978 1,479 l,505 495 368 356 4,202 35

1979 2,485 1,855 724 440 549 6,052 41

1980 2,346 2,180 763 551 855 6,695 35

1981 2,786 2,007 1,178 485 467 6,923 40

1982 4,278 2,304 1,489 582 535 9,187 47

1985 5,797 2,464 1,831 413 947 11,452 51 55%

1987 5,918 3,016 1,943 477 1,230 12,584 47 52

1989 6,942 3,246 2,431 436 1,888 14,961 46 51

1990 7,124 3,109 2,474 450 2,741 15,898 45 49

1991 6,688 3,440 2,658 424 2,613・ 15,823 42 47

1992 6,418 3,163 1,718 420 3,107 14,826 43 48

1993 5,216 1,252 954 365 1,340 9,127 57 65

1995 4,060 1,233 678 374 1,496 7,841 52 57

1 れ
、
伐
採
量
を
一
九
九
二
年
か
ら
二
年
間
で
約
三
〇
〇

万
㎡
削
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
州

政
府
は
木
材
加
工
業
を
振
興
さ
せ
る
た
め
、
原
木
の
一

部
を
地
場
工
場
に
向
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
九
三
年

に
は
生
産
さ
れ
た
原
木
の
三
六
%
を
州
内
加
工
用
に
割

り
当
て
、
こ
れ
を
段
階
的
に
増
加
さ
せ
る
方
針
を
と
っ

た
こ
と
が
、
州
内
供
給
率
を
急
上
昇
さ
せ
た
原
因
で
あ

る
。

表 -1と 同 じ
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-『

匕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団
地
の
建
設
と
大
規
模
化
が
顕
著
で
あ
る
。
次
に
林
業

E
j
U
ド

g
・
’
・
;
 
M
N
H
四

竹

バ

リ

バ

リ

木
材
加
工
工
場
数
は
製
材
、
合
単
板
で
九
〇
年
代
に
 

賃
金
が
高
い
サ
ラ
ワ
ク
ヘ
の
労
働
者
の
流
入
か
続
い
て

急
増
し
、
製
材
工
場
は
九
二
年
に
二
三
七
と
ピ
ー
ク
を
 

い
る
。

示
し
、
以
後
減
少
気
味
だ
が
、
合
単
板
工
場
で
は
工
業
 
 

マ
レ
ー
シ
ア
で
は
一
九
五
七
年
の
独
立
以
来
、
森
林

表 -7 木 材加工工場 数の推 移

製  材 合 ・単 板 モ ー ノ レ

デ ィ ン グ

ラ ミ ネ ーテ

ッ ド ポ ード
ウ ッ ド

チ ッ プ

ブ ロ ッ ク

ポ ー ド

1985年 83 4 11 5 1 0

1989 108 8 14 4 1 0

1990 147 10 15 4 1 0

1991 193 27 17 12 1 1

1992 237 39 17 13 1 1

1993 210 37 21 5 1 1

1994 204 42 19 5 1 -

木材統計 表 -1と 同 じ

表 -8 林 業 関 連 労 働者 数 (単 位 :人 )

年 伐 採 製材工場 単板・合板 そ の 他 私企 業 計 公 的 部門 計

1980年 21,000 5,000 l,000 800 27,800 1,G00 29,400

1990 42,000 7,510 2,000 3,000 54,592 2,300 56,892

1991 39,453 9,181 5,866 4,500 59,000 2,500 61,500

を
ふ
く
む
土
地
の
取

扱
い
に
つ
い
て

の
権
限
は
州
政
府

に
属
し

、
連
邦
政

府
は
州
政
府
に
対
し
政

策
的

な
助
言

と
技
術

的
援
助
を
行

う
と
い

う
関
係

に
あ
る
。
一
九
九
二
年

の
輸
出
額

の

う
ち
丸
太

、
液
化
天
然

ガ
ス
、
原
油

の
順

で
そ
れ
ぞ
れ
総
輸
出
額
の
二
〇

%
を
上
ま
わ

る
割
合
を
占
め
て
い
た
。

九
五
年

に
は
丸
太
は
三
位
で
一

五

%
に
な

っ
た
が
、
合
板
、
製
 

]

材

、
単
板
と
あ
わ
せ
れ
ば
三
五
 

‥

%
を

占
め
て
い
る

。
サ
ラ
ワ

ク
 

‘

州
政
府
歳
入
総
額
に
占
め
る
木
 

‘

材
関
連
収
入

の
割
合
は
、
八
九
 

」

年
以
来
四

〇
~
五

〇
%
を

占

め
 

一

表 -7と 同じ

最
大

の
収

人
源
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
液
化
天
然

ガ
ス
と
原
油

の
サ
ラ
ワ
ク
州
政
府

に
対
す

る

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
配
分
は
三
~
五

%
と
低
い

の
に
対
し

、
木
材
関

連

ロ
イ

ヤ
ル
テ
ィ
は
そ
の
全
額

が
州
政
府

の
歳
入
と
な

っ
て
い

る
か
ら
で
あ

る
。
ク
チ
ッ
郊
外

の
平
地

に
聳
え
立

つ
二
〇
階

以

州財政 に占 める木 材関連収 入割 合の推移表 -9

口

}
上
は
あ

ろ
う
と
思

わ
れ

る
州
森
林
局
の
高
層

ノ
ッ
ポ

ピ

ル

が
、
そ

れ
を
象
徴
し

て
い

る
よ
う
に
思

え

る
。

一
九
九

一
年

に

I
、
九
四
一
万

㎡
だ

っ
た
丸
太
の
生

産
量

は
、
九
五
年

に
は

I
、
六
〇
九
万
㎡
ま
で
減
少
し
、

I
T
T
O
の

三
〇
〇
万

㎡
削

減
の
勧
告

は
一
応
達
成
し

て
い

る
。
こ

の
間

、
九
五

年

の
丸
太

の
輸
出
量
は
九
一

年
対
比

で
五
〇
%
、
輸

出
額

で
は
二

五

%
の

減
少

で
あ

り
、
高

い
価
格
の
丸
太

の
減
少
は
そ

れ
ほ
ど
で
は
な
い

こ
と
を
う
か

が
わ
せ

る

。
他
方

、
州
内
供

給
量
は
二
・

三
倍
へ
と
急
増
し
て
お

り

、
木
材
加
工

製
品

の
輸
出
動

向
を
九
五

年
の
九
一
年
対
比

で
み

る
と

、
製

材
品

の
輸

出
量
は
二
・
六

倍

、
輸
出
額

で
三
・
二

倍

に
ふ
え
、
国

別

で
は
タ
イ
と
台
湾
が
多

い

。
合
板

は
輸
出

量
で
五

・

七

倍
、
輸

出
額
で
七

倍
と

急
増
し

た

。
国
別

で
は
日
本

歳 入 総 額

(百 万 リ ン ギ )

木 材 関 連

収入(百 万 リ ンギ )

木 材 関 連 収 入

割 合 (%)

1975年 206 16 8

1980 402 71 18

1985 940 199 21

1988 1,093 325 30

1989 1,252 629 50

1990 1,467 703 48

1992 1,730 681 39

1994 1,935 842 44

1995 1,956 1,024 52

1996 2,023 1,032 51

表 -1と 同 じサ ラワ ク州 予 算 書
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が
三
分

の
一
以
上

を
占
め

、
韓
国

、
台

湾

と
続
い

て
い

る
。
単
板
は
九
三
年
の
九
一
年
対
比

で
輸
出
額
は
一
六
・

九

倍
と
急
増
が
著
し
く

、
国
別

で
は
中
国

が
四
七

%
を

占
め

る
。

サ
ラ
ワ
ク
州
は
同

じ
東

マ
レ
ー
シ

ア
の
サ

バ
州

に
く

ら

べ
て
、
森
林

開
発

が
遅
か

っ
た
の
で
森

林
資
源

は
豊

富
だ
か

、
木
材
加
工
工
業
化

は
お
く

れ
て
い

る
。
し

か

も
日
本

に
と

っ
て
サ
ラ
ワ
ク
は
最
大

の
南

洋
材
丸
太
輸

入
相
手
国

で
あ

る
。
私

た
ち
か
会

っ
た
サ
ラ
ワ

ク
州
政

府

森
林
局

長
補
佐
は

、
「
我
々
は

高
く

買

付

て
く

れ
れ

ば
伐

ら
ざ
る
を
え

ぬ
。
日
本

の
買
手

は
港

ご
と

に
い
ろ

い
ろ

の
こ

と
を
い
わ

れ
る
。
合

板

に
つ
い
て
日
本
は
材

質

を
き

び
し

く
い
わ
れ

る
。
サ

バ
、
イ

ン
ド
ネ

シ
ア
と

写 真 1 サ ラ ワ ク川 と 渡 し 舟

対 岸 に マ ルゲ リ ータ 砦 か 見 え る’
ヽ
―
’

の
宗
教
施
設
、
小
数
民
族
の
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
も

あ
る
独
特
の
雰
囲
気
を
も
つ
街
で
あ
る
。
我
々
か
泊
っ

た
中
心
街
に
近
い
ホ
テ
ル
は
リ
バ
ー
サ
イ
ド
の
名
が
示

す
と
お
り
サ
ラ
ワ
ク
川
沿
い
に
あ
る
が
、
対
岸
と
の
往

来
は
渡
し
舟
で
、
車
で
行
く
に
は
三
〇
分
以
上
走
ら
な

い
と
橋
か
な
い
と
い
う
く
ら
い
橋
が
少
な
い
。
サ
ラ
ワ

ク
州
内
の
道
路
建
設
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
て
い
る

畑
 

が
、
内
陸
交
通
は
舟
に
頼
る
こ
と
が
多
く
、
飛
行
機
の

利
用
は
出
費
も
か
さ
む
の
で
、
我
々
は
ク
チ
ッ
周
辺
の

焼
 

視
察
に
限
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

2
 
 
い

ま
森
林
開
発
は
サ
ラ
ワ
ク
中
東
部
の
ラ
ジ
ャ
ッ
川

真
 

流
域
が
中
心
で
、
西
部
は
二
次
林
が
多
く
、
州
内
全
体

写
 

で
二
次
林
は
三
〇
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
こ
え
、
こ
れ
ら

競
争
す
る
立
場
に
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
サ

ラ

ワ
ク
材
に
つ
い
て
の
日
本
と
の
関
係
を
端
的
に
示
し
て

い
る
。

国
立
公
園
を
み
る

サ
ラ

ワ
ク
は
イ
ギ
リ

ス
大
ブ

ル
ッ
ク
が
一
八
四
一
年
、

ス
ル

タ
ン
、
マ

レ
ー
大

、
先
住
民
と
の
間

の
抗
争
を
鎮

圧
し
て
白
人

ラ
ジ
ャ
と
し

て
王
国
を
た
て

、
こ
の
王
国

は

I
〇
〇
年

続
き

、
太
平
洋
戦
争
を
経
て
イ
ギ
リ

ス
の

直
轄
植
民
地
と
な
り

、
一
九
六
三
年

に
マ
レ
ー
シ

ア
連

邦
に
参
加
す

る
。
ク
チ

ン
は
イ
ギ
リ

ス
植
民

地
時
代
の

建
物

と
街

路
が
残
り
、
華
人

系
の
商
店
街
、
マ

レ
ー
大

'
&
‐
2
'
‘
‐
‐
'
X
g
.
~
W
.
W
~
4
‐
 
'
~
.
.
1

1

写 真 3丸 太 の 集 積 所

大 径 材 がな <穴 明き 材 が多 い
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は
主
と
し

て
焼
畑
移
動
耕
作

後
の
放
棄
地

で
あ

る
。
州

内

に
は

I
〇
ヵ
所
の
国

立
公
園

が
あ
り

、
我

々
は

そ
の

二

箇
所
を
見

る
こ
と
か

で
き

た
。

ク
チ
ン
西
方

一
〇
〇
キ

ロ
の
地
点

に
あ

る
グ

ヌ
ッ

ー

ガ
デ
ィ
ン
国
立
公

園
で
見

た

メ
ラ
ッ
テ
ィ

ー
の
丸
太
は

穴
明

き
材
が
多

く

(
写
真
3
)
、
大
径
材

は

な

く
、
焼

畑
を
し

て
十

年
も
す

れ
ば
二

次
林
の
形
を
な
し
て
い
た
。

た
だ
プ
ル
集
材

の
た
め

の
道

路
は
山
を
け

ず
っ
た
だ
け

で
、
浸

蝕
と
欠

潰
が
各
所

に
み

ら
れ
た

。
道
路
か
入

る

と
焼
畑

農
民

も
入

り
易

く
な

る
か

、
二

次
林

が
成
立
し

易

い
こ

と
と

、
焼
畑

を
す
る
農
民

が
少

な
く
な
っ
た
た

め
か

、
焼

畑

が
森
林
破
壊

の
原

因

だ
と

あ
ま
り
気
に
し写真 4焼 畑跡 の 10年 未満の 2次 林

表 -10植 林 樹 種 内 訳 (1979~1991年 )

樹 種
面  積

ha %

ア カ シ ア ・マ ン ギ ウ ム 3,315 50.1

カ ワ ン ジ ャ ン タ ン 1,688 25.5

メ ラ ン テ ィ 類 161 2.4

ド リ ア ン 910 13.8

ラ  タ  ン 188 2.8

キ ダ チ ョ ウ ラ ク 93 1.4

オ オ バ マ ホ ガ ニ ー 91 1.4

他 168 2.6

計 6,614 100.0

1と 同 じ表 -第 11回 マ レ ーン ヤ林 業 会 議 レ ポート 1991,

.。
心

^

毟
て
い
な
い
よ
、
うに
見
受
け
ら
れ
た

。
道
路

ぞ
い

に
代

表

的
造
林
樹
種

で
あ
る
ア
カ

シ
ア

ー
マ
ッ
ギ

ウ

ム
の
林
分

を
み

る
。
カ
ラ
ン

ガ
ス
と
よ

ば
れ

る
や
せ

地

に
向

く
造

林
樹
種
と
し
て

オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
か
ら
導
入

し
た
と
い

う
が

、
二
〇
年

を
す

ぎ
る
と
成
長

が
お
ち
、
パ

ル

プ
以

外

に
用
途

が
な
く

、
何
と

か
家
具
材

、
集

成
材

に
使
え

な
い

か
研
究
中
と

い
う

。

グ
ヌ
ン

ー
ガ
デ
ィ
ン
国

立
公
園
は
広

さ
四

、
一

九
六

ヘ

ク
タ

ー
ル
で

、
二
次
林

か
ら

ア
ピ
ト
ッ
を

ふ
く
む
混

交

フ
タ

バ
ガ
キ
科
の
天

然
林

も
あ
り

、
世
界

最
大

の
花

と
い
わ
れ
る
ラ
フ
レ

シ
ア
を
見

る
こ
と

が
で
き

た
。
こ

こ

の
水

は
澄

ん
で
い
た

。
ク

チ
ッ

の
北
三
七

牛
口
の
地

点

に
あ

る
バ
コ
国
立
公

園
は

、
舟
で
な
け

れ
ば
行
け
な

い
半
島
部

に
あ

る
。
海

岸
に
は

マ
ン
グ

ロ
ー
ブ
林

が
あ

り

、
珍
ら
し
い
動
物

・
植

物
種
が
あ
り
、
訪

れ
る
人

が

多
い

。
こ
こ
の
水
は
赤
褐
色

だ
っ
た
。
ヒ

ー
ス
林

の
せ

マ ン ギ ウム の造 林 地写 真 5 ア カ シ ヤ ,

い
で
あ
る
。

華
人
系
の
木

材
加
工
場
を

み

るサ
ラ
ワ
ク
の
木
材
加
工

は
、

泥

炭
湿
地

林
か
ら

の
ラ
ミ
ッ

丸

太

の
製
材

か

ら
始

ま
り

、

そ
の
後
ラ
ミ
ン
の
モ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
、
ほ
ぞ
加
工
と
発
展
し

、

一
九
六
五
年

に
ラ
ミ
ッ

の
輸

出

が
禁
止
と
な

っ
て

、
木
材

加
工
化

の
ペ

ー
ス
は
ゆ
る
や

か

で
あ
っ
た
。
し

か
し
八
〇

年
代
後
半
か

ら
工
業
団
地

の

9



写真 6 バ コ 国立 公 園 の マ ン グ ロ ーブ

設
定

、
丸

太

の
国

内
向
け

供
出
枠

の
設
定

に
よ

っ
て
合

板
・
単

板
工

場

が
ふ
え

て
き
て
い

る
。
サ

ラ

ワ
ク
の
合

板
工

場

は
半
島
部

、
サ

バ
に
く
ら
べ
規
模
が
大
き
い
が
、

製
材
工
場

は
中
小

規

模
の
も
の

が
多

い
。
我

々
は

華
人

系
の
製
材
工
場

と
合
板

の
表
面
塗
裂

工
場
を
視
察
し
た
。

い
ず
れ
も
中

規
模

で
、
製

材
工

場

で
は
、
メ

ラ
ッ

テ
ィ

製
品

は
日
本

と
台
湾

へ
、
安

い

ラ
ミ
ッ
製
品
は
中
東
方

面

へ

、
手

づ
く
り

で
表
面

塗
装
し

た
合
板

は
州
内
消

費

へ
廻

っ
て
い

る
と
い
う
こ
と

だ
っ
た

。

近
代

化

に
直
面

す
る
先
住
民

サ
ラ
ワ
ク
と
い
え
ば
、
森
林
伐
採
に
反
対
す
る
先
住

表 -11 サ ラワ クの人口 構成表 12華 人 が従事 した職業

1947年 民 族 グ ル ー プ 1990年

17.9% マ  レ  ー  系 20.8%

6.5 メ  ラ  ナ  ウ 5.8

7.7 陸 ダ ヤ ク イ バ ン 29.5

34.8 海 ダ ヤ ク ビ ダ ユ 8.4

5.5 オ ラ ン ウ ル その 他 ブ ミプ ト ラ 5.5

26.6 華   人   系 28.9

0.9 ア ジ ア 系 そ の 他 1.1

0.1 ヨ ーロ ッ パ 系

100.0%
計

100.0人

546,385人 1,670,344人

出自 職  業

客 家 鉱 山 労 働 ,コ シ ョ ー栽 培

広 府 人 金 細 工 油 田 技 工

福建 人 商店

詔 安 人 川 を 往 来 す る 小 商 人 ,港 湾労 働

潮 州 人 新 聞 ,薬 ,調 味 料 の小売

海 南 人 コ ーヒ ー店 ,料 理 屋

興 化 人 漁 船 ,乾 氛 自 転 車 の 製 作

雷州 人 木炭 ,木 匠 すずり加工

福州 人 ゴ ム採 取 ,合 板 製 造 ,製 麺

サ ラ ワ ク華 人 歴 史 博 物 館 の 展示 より

ブ ミプ ト ラは マ レ ー系 をふ く む 先 住 民 族 グ ル ープ

1990年 は セ ンサ ス 。サ ラワ ク 華 人 歴 史 博 物 館 の展 示 より

民
の
抵
抗
で
、
日
本
で
も
一
躍
有
名
に
な
っ
た
。

部
の
バ
ラ
ム
川
流
域
で
は
、
プ
ナ
ッ
族
の
人
々
が
森 北

20

林
伐
採

に
反
対
し
て
道
路
封
鎖
を
し
た
こ
と
、
ラ
ジ
ャ

ン
川
上
流

に
ダ

ム
が
建
設

さ
れ
土
地
を
追

わ
れ

る
イ

バ
ン
族
の
人

々
の

反
対
運
動
等
々
。
内

陸
部

に
入

ら

な
か
っ
た
我
々
に

は

、
政

府
の
情
報
管
理

が
行
き
と

ど
い
て
そ
の
よ

う
な
こ

と
は
な
く
な

っ
た
と

か
、
近

代
化

の
過

程
で

い
つ
ま
で
も

ロ
ッ
ク
(
ウ
ス
に
住
み
、

焼
畑
農
耕
を

つ
づ
け

る
わ
け

に
も

い
か
な

い
で
し

ょ

う
と
い
う
話
し

か
聞

け
な

か
っ
た
。
こ
こ

で
は
サ
ラ

ワ
ク
の
先
住
民

に

つ
い

て
概
説
し

て
お
こ

う
。

サ
ラ

ワ
ク
の
人

口
は
約

一
七
〇
〇
万

人

、
二
七

の

種
族
グ

ル
ー
プ

が
あ
り

、
数

の
上

で
は
先
住
民

が
最

大
の

グ
ル

ー
プ
で
あ

る
。
種

族
グ
ル

ー
プ
で
は
、
イ

バ
ン
と
華
人
系

が
ほ

ぼ
同

じ
で
ヽ
三

分
の
一
づ

っ
ぞ

占
め

て

い

る

(
九
〇
年

に
は
約

三
〇
%
づ

つ
だ

っ

た
)
。
一
九
四
七
年

に
は

、
海

ダ
ヤ

ク
と
陸

ダ
ヤ

ク

の
分
類

が
あ

る
。
イ

ブ
リ

ン

ー
ホ
ッ
氏
は
先
住
民
を

サ

ラ
ワ
ク
沿

岸
地
域

に
住

む

マ
レ
ー
族

と

メ
ラ
ナ

ウ
族

、

な
ら
び
に
内

陸
部

に
住

む
ダ

ヤ
ク
の
二

つ
に
大
別
す
る
。

そ
し

て
ダ

ヤ
ク
と

は
、
ボ

ル
ネ
オ
島
に
住
む
多
様
な
民

族
集
団

の
総
称

で
、
多

く
か
陸
稲
を

つ
く

る
焼
畑
農
民

で
、
内
陸
河
川

の
本
支
流
沿

い
の

ロ
ッ
ク

(
ウ

ス
に
住

み
、
全
員

が

ア
ダ
ッ
ト
と
よ

ぶ
慣
習
法
を
順
守
し

て
い

る
と
特
徴

を
あ
げ

て
い
る

(
文
献
三

)
。
海
ダ
ヤ

ク
と

陸

ダ
ヤ

ク
の
分
け
方

に

つ
い

て
鶴
見
良
行
氏
は

、
同
じ

焼
畑

農
民

を

、
よ

り
定
着
度

の
高
い
温
和

な
陸

ダ
ヤ
ク

の
隣
り

に
住

ん
で
い
た
人
々
を

海

ダ

ヤ
ク
と
よ

ん

だ

、

白
人
王

ブ

ル
ッ
ク
の
造
語

で
あ
る
と

い
っ
て
い
る

(
文

献
二

)
。
そ
の
た
め

か
九

〇
年

の
セ

ン
サ

ス
で

は
消

え



て
い
る

。

さ
て
イ

バ
ン
族

で
あ

る
が

、
イ

バ
ッ
は
焼
畑
の
放
浪

者
と
い

わ
れ
る
く
ら
い
移
動

す

る
種

族
で

、
川
で
魚
を

と
り

、
森

の
中
で
狩
猟
を
し

、
陸

稲
を
栽
培

す

る
。
か

つ
て
敵
と

の
戦
い
の
徴
と
し

て
首
狩

り

(
日
本

に
も
あ
っ

た

)
を
し

た
種

族
と
し
て
知

ら
れ
て
い

る
。
次

に
華
人

系

で
あ

る
が
、
七
世
紀

か
ら
十
四
世

紀
に
か
け

て
交
易

の
た
め
渡

来
し
た
と

い
う
か
ら

か
な
り
古
い

。
中
国
華

南
の
各

省
各
地
か
ら
の
移

住
者

で
、
九

〇
年

、
四
八
万

人

の
華
大

の
う
ち
客
家

と
福

州
大

が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の

一
を
占

め
、
最

も
多
い

。
職

業
別

に
み

る
と
福
建
省
か

ら
は
商
業

に
従
事
し

、
客
家

の
大

た
ち

は
鉱

山
労
働

、

コ

シ
ョ
ウ
栽
培

に
、
広

東

省
か
ら
は
金
属
細
工

、
油
田

採
取

の
職
人
・
技

術
者

と
し

て
、
雷

州
半
島

か
ら
は
木

炭

・
木

細
工

づ
く
り
と

多
様
な
職
業

に
従
事
し

て
き

た

こ
と

が
わ
か

る

(
表
1
2
参照

)
。
マ
レ
ー
大

は
人

口
構

成

で
は
第

三
位
で
農
業

か
漁
業

に
従
事
す
る
大
が
多
く
、

海
沿

い

か
川
沿

い

に
住

み

、
イ

ス
ラ

ム

の
影

響

が
強

丶

0

4

ピ
ダ
ユ

族
は
か

つ
て
は
海
沿

い

に
住

ん

で
い

た
が

、

海
賊

に
追

わ
れ
内
陸
に
住
む

よ

う

に
な

っ

た
と

い
う

。

メ
ラ
ナ

ウ
は

サ
ラ
ワ
ク

に
最
も

早
く
か
ら
い
た
種
族
で
、

海
と
川

の
沿

岸
に
住
み

、
舟

造
り
と
漁
業

に
従

事
し
て

い

る
。
オ

ラ

ン

ー
ウ
ル
は
イ

バ
ッ
、
ビ

ダ
ユ

、
メ

ラ
ナ

ウ
以

外

の
奥
地

に
住
む
ニ

ー
グ
ル
ー
プ

の
小

数
民

族
の

総
称
で

、
多

い
カ

ヤ
ン
と
ケ

ニ
ヤ

あ
わ
せ

て
約

三
万

、

ケ
ラ

ビ
ッ
ト
は
約
一
万

と
い
わ
れ

て
い
る

。
こ
の
よ

う

に
サ
ラ

ワ

ク
に
は
多
く

の
民

族

が
住

ん
で
い

る
が
、
私

の
よ
う

に
始

め
て

サ
ラ
ワ
ク
を
訪
れ

た
短

期
の
旅
行
者

に
は
、
華

人
系

と

マ
レ
ー
人

の
区
別

が
や
っ
と
っ
く
ぐ

ら
い
で
、
教

わ
っ
て
イ

バ
ン
と

ビ
ダ
ユ
の
違
い

が
判
り

か
け

た
時

に
サ
ラ
ワ
ク
を
離
れ
た
と
い
う
の
が
実
体
で

あ

る
。
サ

ラ
ワ
ク
は
工

業
化
の
な
か
で
近
代
化

と
森
林

開
発

が
急
速

に
進
み

つ
つ
あ

る
。
マ

レ
ー
シ

ア
連
邦
全

体

が
そ
う
で
あ

る
よ

う
に
、
日
本
の
高
度
成
長
期
の
よ

』

う
に

、
都
市
化
と
農
山
村
か
ら
の
人

口
流
出

が
サ
ラ
ワ

ク
で
も
ゆ

る
や
か
で
は
あ
る
が
み

ら
れ

る
。
焼
畑

に
よ

る
自
給
的

農
業

は
商
品
化
率

の
高

い
農
業

へ
、
若
者

は

バ
イ

ク
で
通
勤
す

る
近
郊
山
村
で
は

、
ロ
ッ
ク

(
ウ

ス

は
観
光
対
象
と
し

て
残

る
と
い
う
変
化
は

、
熱
帯
地
域

途
上

国
共
通
の
姿
か
も
し
れ
な
い

。

五

泊
六

日
の
ク
チ
ン
滞
在
を
終
え
、
ク
ア
ラ
ル
ッ
プ
ー

ル
行
き
の
飛
行
機
へ
乗
る
時
、
出
国
カ
ー
ド
を
要
求
さ

れ
、
同
じ
マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
へ
行
く
の
に
と
、
自
治
州

な
み
の
サ
ラ
ワ
ク
の
独
自
性
に
気
づ
い
た
。

参
考
文
献
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、
荒
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、
「
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森
 
林
 
宣
 
言

地

球

環

境

保

全

の

見

地

か

ら

国

際

的

共

通

認

識

に

な

っ

て

い

る

持

続

的

森

林

経

営

の

重

要

性

を

踏

ま

え

一

、
森

林

は

公

共

財

と

し

て

理

解

さ

れ

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い

。

二

、
森

林

か

公

共

財

と

し

て

の

役

割

り

を

果

た

す

た

め

に

は

、
持

続

的

森

林

経

営

か

不

可

欠

で

あ

る

。

三

、
山

村

の

維

持

・
保

全

か

持

続

的

森

林

経

営

に

と

っ

て

不

可

欠

で

あ

る

。

四

、
森

林

か

公

共

財

と

し

て

の

使

命

を

達

成

す

る

た

め

に

は

、
森

林

に

対

す

る

国

民

的

財

政

負

担

が

必

要

で

あ

る

。
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。



日
本
近

現
代
林
政
史
の
点
描

(
V
・
終)

昔
、
植

民
地
と
占
領
地
の
林
政
か
あ
っ
た

造
修
理
」
・
「
倉庫

及
荷
役

業
」
に

ま

で

お
よ

ん

で

い

た
。

萩
 
野
 
敏
 
雄

月
併
合
)
は
「
森
林
令
」
を
も
ち
、
そ
こ
で
は
と
も
に

内
地
の
森
林
法
は
全
面
的
に
適
用
除
外
と
さ
れ
た
。
樺

以
上

は
、
も

ち
ろ
ん
敗
戦

に
よ
り
す

べ
て
日
本

の
林
 

太

(
明
治
三
八

年
九
月
領
有

)
に
い

た
っ
て
は

、
大
正

日
本

の
近
現
代

林
政
史

は
、
ア

ジ
ア
近
隣
諸
国
と
の
、
 
政

版
図

か
ら
消
え

さ
る
が
、
事
実
は
正

し

く
銘
記
す

る
 
 

一

一
年
四
月

に
よ
う
や
く
そ
の
一
部
施
行

(
森
林
警
察
・

領
土
問
題
等
も
ふ
く
め
た
広
範
な
国
際
林
業
関
係
を
内
 

必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
よ
り
、
連
載
し
て
き

包

し

て
い

る

。
す

な

わ
ち

戦
前

の

わ

が
国

は

、
《
外

地
》
と

呼
称
し

て
い
た
三
地
域

(
台
湾
・
樺
太

こ
朝
鮮
)

を
領
有

し

、
本
格
的
林

政
を
展
開

し
た
。
ま

た
、
保

有

す

る
租

借
地

(
関
東
州

)
・
委
任
統
治
領

(
南
洋
諸
島

)
・

傀
儡
国

家

(
満
州
国

)
に

お
い

て
も
林
政

を
し
い
た
過

去

を
も

っ
て
い
る

。

そ
れ

の
み
で
は
な
い

。
シ

ベ
リ

ヤ
出
兵

に
こ

と
よ
せ

て
、
極

東
地
区
森

林
調
査

は
も
と
よ
り

、
軍
政

の
も

と

で
完

全
撤
退

ま
で
の
六

年

一
〇
ヵ

月

の
間

に
北
樺
太

の

森
林
施

業
案
編
成

ま
で
行

な
っ
て
い

る
。
ま

た
太
平
洋

戦
争
下

の
南
方
占
領

地

に
、
山
林

局
は
多
数

の
林
務

・

林
業

開
発
要

員
を

送
り
こ

ん
だ
。
ま

た
国
内
の
木
材
統

制
機
関

と
し

て
誕

生
し

た
日
本

木
材

K
K
が

、
大
東
亜

共
栄
圏

物
資
動
員

計
画

の
担

い
手
と
し

て
、
フ

ィ
リ
ピ

ン

ー
マ
レ

ー
半
島

・
サ

ラ

ワ
ク

ー
ス
マ
ト
ラ
に
ま
で
出

向

い
て

い
る

。
し
か
も
同

社

が
睦
軍

よ
り
受
命
し
た
事

業

は
、
「
林
材
開
発
」
に

と

ど
ま
ら
ず

、
「
木
造
般
・
製

た
本
稿
の
さ
い
ご
と
し
て
、
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ま
で
日
本
林
政
史
研
究
か
ら
ほ
ぽ
完
全
に

切
り
す
て
ら
れ
て
き
た
《
外
地
林
政
》
を
と
り
あ
げ
る

こ
と
と
し
た
い
。

林
野
地
籍
決
定
の
植
民
地
間
差
別

内
地
と
外
地
と
で
は
い
わ
ゆ
る
法
域
を
異
に
し
、
内

地
の
法
律
は
特
殊
な
も
の
以
外
は
外
地
に
は
施
行
さ
れ

な
か
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
外
地
で
は
、
法
律
事
項
に
相
当

す
る
も
の
の
制
定
が
、
あ
る
限
度
内
で
当
該
地
域
行
政

長
官
の
権
限
に
委
任
さ
れ
て
い
た
。
台
湾
総
督
は
台
湾

総
督
府
令
、
朝
鮮
総
督
は
朝
鮮
総
督
府
令
、
樺
太
庁
長

官
は
樺
太
庁
令
、
ま
た
前
二
者
は
法
律
に
代
わ
る
命
令

(
律
令
・
制
令
)
を
は
っ
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ

を
森
林
に
つ
い
て
み
る
と
、
台
湾

(
明
治
二
八
年
四
月

領
有
)
は
「
台
湾
森
林
令
」
、
朝
鮮

(
明
治
四
三
年
八

罰
則

)
を
み

た
に
す
ぎ
な

い
。

以
上

の
よ
う
な
大
枠
の
も

の
で
、
わ

が
国

は
獲
得
し

た
植
民
地

に
た
い
し
近
代
的
林
野
所
有
を
確
立
す
る
が
、

一
律

で
は
な
か
っ
た

。
む
し

ろ
三
者
間

に
は

、
同
一
国

家

の
手

に
よ
る
も
の

に
も

か
か
わ
ら
ず
決

定
的
な
制
度

的
差
異

を
も
う
け
た

。
そ

の
最
大
要
因

は
先
住
民
族
問

題

、
二
義
的

に
は
政
治
・
経

済
問

題

で
あ

る

。
以

下

、

わ

が
国

の
植
民
地

問
題

の
一
端
を
あ

き
ら
か

に
す

る
た

め

、
比
較
制
度
史

的
観
点

か
ら
、
林
野
地

籍
決
定
方
法

の
差
異
を

の
べ
よ
う

。
結

論
を
さ
き

に
述

べ

る
と
、
住

民

の
権
利

が
も
っ
と
も
考
慮

さ
れ
た

の
は
内

地
、
以
下

朝
鮮

・
台

湾

の
順

序

で

、
樺

太

に
い

た

っ

て
は
民

有

(
公
有
・
私

有

)
は

ま

っ

た
く
認

め

ら
れ

な
か

っ

た

。

以
下

、
そ

の
こ
と
を
実

証
し
よ
う
。

ま
ず
内

地
で
あ
る
が
、
第
一
図

に
示
す
よ
う
に
、
い
っ

た
ん
官

有
と

さ
れ
た
も
の

に
た
い
す

る
訂
正

措

置

が

、

明
治

一
六

(
一
八
八
二

)
年
か

ら
行

な
わ

れ

て
い

る

。

そ
の
よ
う
な
措
置

の
公

的
名
称
は

、
①
引
直
、
②
公
戻
、

j
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第一図 内地の民有林野所有確立の仕組
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濃

售

壬 申 地 券 発 行 (明 治 5年 2月

↓

公 有 地 券 発 行 (明 治 5年 9月 )

↓

官 民 有 区 分 (明 治 7年 11月 )

↓

民 有 引 直 処 分 (明 治 16年 ~18年 2月 )

↓

民 有 引 戻 処 分 (明 治 18年 3月 ~32年 丿月 )

↓

国 有 土 地 森 林 原 野 下 戻 法 (明 治 32年 4月 公 布 、

申請 期 限 は 33年 6月 末 )

↓

行 政 裁 判 所 (一 審 制 度 、新 憲 法 で 廃 止 )

↓

司 法 裁 判 所 (昭 和 22年 5月 3日 以 降 )

③
下
戻

、
と
変
更

を
み
て

お
り
、
と

り
わ
け
「
下

戻

」

に
つ
い
て
は
特
別
立
法

に
よ
っ
て

い
る
。
最

終
完
結
を

み

た
の
は
昭

和
二
九

(
一
九
五

四
年

)
年

で
あ
る

。
八

二

年
間

に
お
よ
ん
だ
こ
と

の
み

を
み
て
も

、
内
地

中
心

主
義

で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か

る
。

つ
ぎ
は

、
朝
鮮

で
あ
る
朝
鮮
林

野
調
査
令

に
も

と
づ

く
朝
鮮
林
野

調
査

事
業

は
、
日

韓
併

合
い
ぜ
ん

に
国
有

と

さ
れ
て
い
た
も

の
の
救

済
的

一
側
面

を
も
っ
て

は
い

た
。
だ

か

、
基
本
的

に
は
土
地

調
査
令

に
も

づ
き
八
年

余
に
わ

た
っ
て
行
な
わ
れ

た
土

地
調
査

事
業
と
補
完
関

係

に
あ

っ
た
。
後
述

す
る
台
湾

と
異

な
り

、
朝
鮮

で
は

「
土

地
」
・
「
林
野
」
の
両

調
査

事
業
を

全

域

に
わ

た

り

並
行

的
に
行
な
っ
た

の
で
あ
る

。
こ

の
林

野

調
査

は

、

司
法
処
分

の
一
種
で
あ

る
に
も

か
か
わ
ら

ず
、
内
地

と

異

な
り
き

わ
め

て
粗

雑
な
方
法

で
行

な
わ

れ

た
の

ち

、

第二図 朝鮮林野調査事業 の仕組

鯔ノ

朝 鮮 林 野 調 査令 (制 令 第 5号 、大 正 7年 5月 1日 、即

一日 施 行 )

↓

道 知 事 告 示

↓

土 地 申 告 書 提 出

↓

一 筆 調 査 (府 尹 ・面 長 )

↓(道 長官 の諮 問 機 関 )

境 界 ・所 有 者 の査 定 (道 長 官 の単 独処 分 )

↓              ・

査 定 結 果 を 公 示 (縦 覧 期 間 30日 間 )

l(公 示 期 間 満 了 後 、60日 以 内 に 不 服 申立 )

林 野 調 査 委 員 会 の 裁 決 (司 法 官 ・行 政 官 の 合議 制 )

↓(査 定 確 定 ・裁 決 の 日 よ り 3年 以 内 に再 審 申 立 )

林 野 調 査 委 員 会 (終 審 )

昭
和

一
一
年

に
完
了
し
て
い

る
。

所

有
の
最
終
決
定
ま
で
の
仕
組

は
、
第
二
図

に
示

す

よ

う

に
、
民
事
裁
判

の
二

審
制
度

に
な

ら
い
、
査
定
・

裁
決

の
二
段
階

で
あ
っ
た

。
そ
し

て
、
民
事
訴
訟

に
お

け

る
再
審

の
例

を
と
り

、
林
野

調
査
委

員
会

に
た
い
す

る
再
審
申
立

の
道
を
ひ
ら
い

て
い
た
。

第
三
は

、
台
湾
で
あ

る
。
わ
か
国
初

の
植
民
地

で
あ

る
台
湾
の
林
野

に
つ
い
て
は

、
領
台

の
二
八
年
一
〇
月

に
官
有
林
野
取
締
規
則

(
日
令
第
二
六
号
)
を
制
定
し

、

所
有
権

を
証
明

す
る
地

券
ま
た
は
そ
の
他
の
確
証
の
あ

る
も

の
は
民
有

、
そ

の
他

は
官

有
と
し

た

。
し

か
し

、

も
ち
ろ
ん
本
格
的
調
査
を
必
要
と
し

た
た
め
、
明
治
四

三

年
度
よ
り
第
三
図
の
仕
組
の
も
と

で
行

な
う
。

事
業

は
庁
単
位
で
順

次
行
な
わ
れ

、
し
か
も
治
安
問

題

が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ

ず
か
五

ヵ
年

(
明

治
四
三
年
一
一
月

F
大
正
四
年
三
月

)

で
終
了
と
し
た
。
そ

れ
を
可
能
と

し

た
最
大
要
因
は

、
全
島
林
野
面
積

の

六
七

パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
る
高
砂

族

居
住
区
域

(
い
わ

ゆ

る
藩

界

線
内

、

特
別
行

政
区
域

)
が
当

初
か
ら
す
べ

て
官
有

と
さ
れ

、
除
外

し
た
こ
と
で

あ

る
。
査
定
お
よ

び
裁
決

の
結
果

に

つ
い

て
は
、
訴
訟

は
ま
っ
た
く
認
め

ら
れ
ず

、
し
か
も
再
審

の
道
は
朝

鮮

よ
り
も

さ
ら
に
き

び
し

く
、
事
実
上

と
ざ
さ
れ
て
い
た

。

さ
い
ご
は
、
日

露
戦
争

の
け

っ
か

明
治
三

八
年
一
一
月

に
正

式

に
領
有

し

た
樺

太
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
は
、

台
湾
の
場
合
と
同
様
に
五
先
住
民
族

(
オ
ロ
ッ
コ
・
ギ

リ
ヤ
ー
ク

ー
キ
ー
リ
ン
ー
サ
ッ
ダ
ー
・
ヤ
ク
ー
ト
)
が

居
住
し
て
い
た
。
だ
が
、
彼
等
に
林
野
所
有
権
は
ま
っ

た
く
認
め
ず
、
す
べ
て
を
官
有
と
す
る
。
そ
れ
の
み
で

は
な
い
。
台
湾
に
お
け
る
高
砂
族
の
場
合
は
、
藩
地
内

に
限
定
さ
れ
て
は
い
た
が
広
い
地
域
内
に
い
ち
お
う
居

住
で
き
た
。
そ
れ
に
く
ら
べ
樺
太
先
住
民
族
は
、
大
正

一
五
年
に
強
制
的
に
、
保

護
地
域
と
名
づ
け
ら
れ
た

「
オ
タ
ス
の
杜
」
(
幌
内
川
流
域
の
敷
香
付
近
)
に
全
員

か
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
ロ
シ
ア

語
が
話
せ
る
こ
と
か
ら
敷
香
特
務
機
関
に
召
集
さ
れ
、
’

男
性
は
対
ソ
特
務
工
作
に
も
組
み
こ
ま
れ
た
。

こ
こ
で
、
四
者
間

、
(
内地
V
朝
鮮
V
台
湾
V
樺
太
)

の
、
同
一
宗
主
国
か
ら
う
け
た
林
野
地
租
改
正
を
め
ぐ

る
制
度
差
別

(
「
差跖
」
で
は
な
い
)
の

主
要
点
を
列
 

2
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第三図 台湾林野調査事業の仕組

官有林野取締規則 (日 令 第 26号 、明 治 28年 1明 )

↓

台 湾 林 野 調 査規 則 制 定 (律 令 第 7号 、明 治 43年

10月 、施 行 は府 令 で 期 日 ・区 域を さ だ め る )

↓

施 行 区 域 ・期 日 の 公 示 〔各 庁 長 公 示 日よ り 60日

以 内 に 申 告 曹 受 理 〕

↓

調 査 (主 務 課 は殖 産 局 林 野 調 査 課 、施 行 庁 に 殖

産 局 出張 員 を 配 置 )

↓

地 方 林 野 調 査委 員 会 査 定 (庁 長 告 示 、査 定 発 表

よ り 60日 以 内 に不 服申 立 )

↓

高 等 林 野 調 査 委 員 会 裁 決 (査 定 確 定 ・裁 決 の 日

よ り 1年 以 内 に再 審 申 立 )

高 等 林 野 調 査 委 員 会 (終 審 )

台
湾
先
住
民
族
の
大
蜂
起
事
件
の
林

政
台
湾
林
業
開
発
で
は
、
ま
ず
世
界
的
特

産
物
で
あ
る
樟
脳
が
重
要
位
置
を
し
め
て

い
た
。
領
有
に
よ
り
、
ま
ず
既
得
権
を
も

っ
外
商

(
イ
ギ
リ
ス
ー
ド
イ
ツ
)
の
排
除

を
必
要
と
し
た
が
そ
れ
を
克
服
し
、
領
台

四
年
目
に
「
樟
脳
専
売
」
制

度
を
し
く
。

台
湾
の
製
脳
産
業
は
、
世
界
樟
脳
総
需
要

量

(
五
〇
〇
万
斤
)
の
大
半
を
供
給
し
、

世
界
市
場
を
完
全
に
支
配
し
て
い
た
か
、

セ
ル
ロ
イ
ド
エ
業
の
世
界
的
発
達
が
樟
脳

需
要
を
い
ち
だ
ん
と
高
め
た
。

挙
し
よ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
天
然
樟
脳
需
要
に
も
、
や
が
て

①
林
野
地
籍
の
最
終
確
定
ま
で
の
期
間
は
、
内
地
は
 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
合
成
樟
脳
の
発
明
に
よ
り
転
機
が
お

八
二
年
、
朝
鮮
は
試
験
調
査
期
間
を
ふ
く
め
て
も
二
〇
 
と

ず
れ
る
。
す
な
わ
ち
台
湾
樟
脳
生
産
量
は
、
明
治
四

年
、
台
湾
は
わ
ず
か
五
年
、
と
大
差
が
あ
る
。
 
 
 
 
三

年
を
最
高

(
五
六
九
万
斤
)
と
し
て
大
正
六
年
度
か

②
民
間
救
済
の
道
は
、
内
地
に
も
っ
と
も
手
厚
く
、
 
ら

顕
著
な
衰
退
過
程
に
は
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で

つ
い
で
朝
鮮
で
、
台
湾
に
も
っ
と
も
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
 

長
期
に
わ
た
り
世
界
的
特
産
地
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に

た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

て
き
た
台
湾
は
、
王
座
か
ら
い
っ
き
ょ
に
転
落
し
て

⑧
朝
鮮
の
林
野
所
有
区
分
は
内
地
と
同
様
で
あ
っ
た
 

い
っ
た
。

が
、
台
湾
に
は
「
社
寺
有
林
」
を
認
め
な
か
っ
た
。
 
 
 
以

上
の
事
態
は
、
総
督
府
財
政
を
直
結
す
る
だ
け
に

④
先
住
民
族
の
林
野
所
有
は
、
台
湾
に
あ
っ
て
は
き
 

林
政
上
で
も
重
要
課
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
新

わ
め
て
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
認
め
ら
れ
た
が
、
樺
太
で
 

た
な
方
途
が
求
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
明
治
三
二
年
に

は
ま
っ
た
く
閉
さ
れ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発

見
し
た
、
ヒ
ノ
キ
・
ベ
ニ
ヒ
の
大
径
林
を
主
林
木
と

以
上
の
よ
う
に
、
一
括
し
て
〈
外
地
》
と
呼
ば
れ
て
 

す
る
一
万
町
に
お
よ
ぶ
阿
里
山
森
林
の
開
発
は
、
最
終

い
た
三
地
域
間
に
も
、
大
き
な
〈
差
別
》
が
あ
っ
た
の
 

的
に
は
官
営
と
決
定
す
る
。
四
三
年
五
月
に
鉄
道
工
事

で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

着
手
し
、
四
五
年
末
に
嘉
義
・
阿
里
山
間
七
ニ
キ
ロ
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メ
ー
ト
ル
の
大
森
林
鉄
道
が
完
成
し
た
。
伐
木
開
始
は
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そ
れ
に
先
だ
つ
五
月
で
あ
っ
た
。

大
正
四
年
七
月
に
は
、
第
二
の
事
業
地
、
八
仙
山

(
台
中
州
)
に
お
け
る
官
行
伐
採
事
業
が
は
じ
ま
る
。

一
万
五
〇
〇
〇
町
の
資
源
賦
存
地
域
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
同
年
一
一
月
、
最
大
の
資
源
量
を
ほ
こ
る
東
海
岸
側

の
太
平
山

(
台
北
州
)
の
官
行
開
発
を
み
る
。

台
湾
林
業
は
以
上
の
三
事
業
地
を
中
心
と
し
て
発
展

す
る
が
、
そ
れ
ら
生
産
材
の
多
く
は
指
定
商
の
手
で
内

地
に
流
通
し
た
。
樹
種
は
ヒ
ノ
キ
中
心
で
あ
っ
た
。
内

地
に
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
長
大
径
・
無
節
の
も
の
は
な

く
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
産
ヒ
ノ
キ
は
材
質
が
軽
軟
な
う
え

耐
蟻
性
が
弱
か
っ
た
。
そ
の
た
め
台
湾
ヒ
ノ
キ
は
、
内

地
・
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
・
仏
閣
等
の
特
殊
建
築
分
野

で
独
占
的
位
置
を
し
め
た
。
明
治
神
宮
・
橿
原
神
宮
・

官
地
嶽
神
社
・
箟
阿
八
幡
宮
・
湊
川
神
社

’
乃
木
神
社
・

朝
鮮
神
社
・
東
福
寺
・
永
平
寺
・
相
国
寺
等
を
は
じ
め

と
す
る
多
く
の
建
物
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
て

い
る
。

だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
林
業
開
発
お
よ
び
台
湾
材
の

内
地
流
通
は
、
総
督
府
林
政
に
お
け
る
《
光
》
の
部
分

で
あ
る
。
そ
の
反
面
で
あ
る
〈
影
》
の
部
分
は
、
先
住

の
高
砂
族

(
昭
和
一
〇
年
末
現
在
、
一
六
万
人
)
の
生

活
で
あ
っ
た
。
こ
の
高
砂
族
問
題
は
、
領
台
当
初
か
ら

さ
い
ご
ま
で
五
〇
民
間
に
わ
た
昨
消
え
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
植
民
地
行

政
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

美
麗
島
・
蓬
莱
島
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
台
湾
に
は
、

も
と
も
と
の
ち
に
高
砂
族
と
呼
ば
れ
る
七
種
族

(
タ
イ

ヤ
ル

ー
サ
イ
セ
ッ
ト
ー
ブ
ヌ
ツ
ー
ツ
オ
ウ
ー
パ
イ
ワ
ッ
・

X
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ず
ぶ
し

ヤ
丶丶丶
―
ア
ミ

)
が

全
島

に
わ
た
り
先
住
し
て
い
た

。
だ

か

、
一
六
〇
〇
年

の

オ
ラ
ン
ダ
人
占
領

い
ご
対

岸
の
福

建
・
広

東
地

方
を
中
心

と
す

る
大
陸
渡
来
人

に
、
し

だ

い

に
山
岳
部

へ
お
い
や

ら
れ

る
。
そ

の
け

っ
か
、
わ

が

国

の
領
台
時

(
明
治
二
八
年
四
月

)
に
平

地

に
居
住
し

て
い
た
の
は

わ
ず

か

に
東
海

岸

の

ア
ミ

族

の

み

と

な

る

。総
督
府

は

、
の

こ
り
の
六
種
族

の
居
住
す

る
、
全
島

総
面
積

の
四

五

パ
ー
セ

ン
ト

に
あ

た

る
山

岳

地
域

を

、

い
わ

ゆ
る
藩
界

線

で
区
画

し
た

。
そ

の
内
部

(
藩
地

と

呼
称

)
で

は
、
普

通
行
政
区

で
あ

る
平
地
の
統
治
形
式

と
異
な
り

、
も

っ
ぱ

ら

《
理
蕃
》
と

名
付
け

た
警
察
行

政

が
行
な

わ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
し
か
も
そ
の
蕃
地
は
、

居
住
制
限

に
と

ど
ま
ら

ず

《
高
砂

族
》
に

と

っ
て
は
貨

幣
経

済
の
制
限
区
域

で
も
あ

っ
た
。
警
官

の
支
配
す

る

交
易

所

(
昭
和
四

年
末
現
在

、
九

一
ヵ
所

)
が

唯
一
の

商
品
交
換

の
場

で
、
し

か
も
狩
猟
民

族
で
あ
る
彼
等
の

産
物

は
、
統

治
方
針

か
ら
安
価

に
抑
え

ら
れ
、
ま

た
賃

金
も
内
地
人

・
本

島
人

よ
り
安
か

っ
た
。
と

う
ぜ
ん
な

が
ら
高
砂

族
の
不
満

は
大

き
か

っ
た
が
、
と

り
わ
け
林

業
開
発
・
樟

脳
生
産
は

そ
の
克
服
抜
き

に
は
推

進
で
き

な
か

っ
た
。
台

湾
最
大

の
森
林

地
域

(
六
万

五
〇
〇
〇

町

)
で
あ

る
既
述

し
た
太
平
山

の
開
発
が
も

っ
と
も
遅

れ
た
最
大

の
理
由

は
、
彼

等

の
抵
抗

で
あ
っ
た

。
大
正

三
年
の
討
蕃
成
功

(
南
澳
蕃

)
に

よ
り
、
よ

う
や
く
官

行
伐

採
が
可

能
と

な
っ
た
の

で
あ
る
。

そ
の
ほ
か

、
高
砂

族
を
め
ぐ

る
問
題

は
あ
ま
り

に
も

多

か
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
し
だ
い
に
集
積
し
て
い
っ

た
。
そ

れ
を
総
督
府

は
、
統

治
上

の
最
重
要

課
題
と
位

置

づ
け

て
い
た
理
蕃
政

策

(
鎮
撫
政

策
の
こ

と
)
の

推

進
、
そ
の

一
環
と
し
て
ほ
ぼ
毎
年
行
な
っ
て
い
た
討
伐

(
こ
の
よ
う
に
呼
称

)
で
も

っ
て
対
処
し

て

い
た

。
そ

の
け

っ
か
、
大
正

一
〇
~
昭

和
四
年
の
問
は
、
表
面
的

に
は
平
穏
裏
に
す
ぎ
た
。

だ
が
、
つ

い
に
爆

発
す
る

。
昭
和
五
年
一
〇
月

二
七

日
に
お
け
る
霧
社
蕃

(
台
中
州

)
一
〇
〇
〇
余

名
の
一

大
蜂
起

(
「
霧社
事
件
」
)
は
、
日

本
中
を
驚
か
す
大
事

件
と
な
っ
た
。
飛
行
機
も

ふ
く
め
た
軍

隊
出
動

で
よ
う

や
く
五
〇
日

間
を
要
し

て
終
結
す

る
が
、
こ

れ
に
は
の

ち

に
、
毒

ガ
ス
を
使
用
し

た
か
否

か
を
調

べ
る
国

際
聯

盟
調
査
員

(
四
名

)
の
訪
台
を
伴
な

っ
た
こ
と

を
忘

れ

て
は
な
ら
な
い

。

総
督
府

は

、
こ
の
大

事
件

の
三

大
原

因

の
首
位

に
、

「
木

材
運
搬
労
働

の
過

酷
と
賃

金
支

払
遅

延

に
た

い
す

る
不
平
」
を

あ
げ
た
。
林
政

・
林
業

開
発
の
あ
り
か
た

が
最
大

の
原
因
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
総
指
揮
者
、
モ
ー

ナ

ー
ル
ー
ダ
オ

(
マ
ヘ

ポ
社
頭
目

)
の

遺

体

(
推
定

)

は
、
そ

の
ご
当
時

の
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
「
土

俗

学
・
人

種
学
講
座
」
に

、
骨
格
標
本
と
し

て
収
容

(
現

在
は
霧
社

の
地

に
埋
葬

)
さ
れ

る
こ
と
と

な
る
。

と
こ
ろ

で
、
台
湾
林
政
・
林

業
開
発

の
代
名
詞

で
も

あ

っ
た
阿
里

山
森
林
鉄
道
は

、
並
行
し

て
自
動
車
完
通

を
み
た
こ
ん

に
ち
も

、
赤
字

つ
づ
き

に
も

か
か
わ
ら

ず

「
史

的

遺
産
」
と

し

て
改
良

・
保

存

さ
れ

、
い

ま
も
観

光
用
と
し
て
運
行
を
つ
づ
け
て
い

る
。
筆
者
は

、
日
本

領
期
の
昭

和

}
五
年

一
〇
月

に
、
新

高
山
登
山

(
現
・

玉

山
)
の

さ
い
、
そ

れ
を
利

用
し
た
こ
と
が
あ

る
。
戦

後
の
台
湾

に
、
か

つ
て
の
日

本
林
政
が
よ
り
発
展
し
た

形

で
継
承

さ
れ
て
い
る
の
に
く
ら
べ
、
旧

宗
主
国

で
あ

る
日
本

の
国
有
林

で
は
そ
れ
は
消
滅
に
ひ
と
し
い

。
そ

の
文
化
的
差
異
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
根
ざ
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

樺
太
森
林
開
発
と
製
紙
企
業

日
露
戦
勝
利
に
よ
り
樺
太
島
半
分
を
領
有
し
た
わ
が

国
は
、
台
湾
に
つ
い
で
手
に
入
れ
た
こ
の
北
方
新
植
民

地
の
経
営
に
の
り
だ
す
。

だ
が
、
そ
こ
で
待
っ
て
い
た
の
は
産
業
扶
植
の
困
難

性
で
あ
っ
た
。
天
然
資
源
と
し
て
は
木
材
・
石
炭
に
と

ど
ま
り
、
し
か
も
後
者
は
北
海
道
炭
鉱
保
護
の
た
め
《

封
鎖
炭
田
》
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

林
業
開
発
の
方
途
に
つ
き
模
索
が
つ
づ
く
が
、
よ
う
や

く
明
治
四
一
年
に
パ
ル
プ
エ
業
扶
植
の
庁
議
決
定
を
み

る
。事

態
は
、
著
名
作
家
・
故
三
島
由
紀
夫
の
祖
父
に
あ

た
る
第
三
代
長
官
・
平
岡
定
太
郎

(
明
治
四
一
年
六
月

y
大
正
三
年
六
月
)
の
在
任
中
に
大
き
く
動
き
だ
す
。

四
三
年
に
大
口
売
払
内
規
を
さ
だ
め
て
、
出
願
区
域

(
承
認
区
域
)
に
は
他
者
に
い
っ
さ
い
処
分
し
な
い
こ

と
と
す
る
。
そ
の
決
定
的
契
機
は
、
四
五
年
二
月
に
お

け
る
森
林
原
野
産
物
売
払
規
程
制
定
と
、
「
重
要
製
産

品
製
造
業
者
一
件
」
公
布
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
林

産
物
売
払
標
準
単
価
は
樺
太
庁
長
官
が
毎
年
さ
だ
め
、

告
示
す
る
仕
組
と
な
る
。
そ
れ
い
ご
、
パ
ル
プ
産
業
中

軸
の
拓
殖
政
策
が
い
っ
き
ょ
に
す
す
め
ら
れ
て
い
く
。

大
隈
重
信
内
閣
時

(
大
正
三
年
四
月
~
五
年
一
〇
月
)

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
生
じ
た
大
疑
獄
事
件
も
、
そ

の
伏
魔
殿
か
ら
生
ま
れ
た
。

大
製
紙
三
社

(
王
子
・
富
士
・
樺
太
工
業
)
を
中
心
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と
す

る
近
代
的
工
場

が

つ
ぎ

つ
ぎ
と
竣
工
し

、
操

業
開

始
を
み

る
。
大

泊

(
大
正

三
年

一
一
月

)
・
泊
居

(
四

年
九
月

)
・
豊
原

(
六
年

一
月

)
・
落
合

(
六
年
四
月
)
・

真
岡

(
八
年
九

月

)
・
野
田

(
一
一
年
二
年

)
・
恵
須
取

(
一
四
年
一
一
月

)
・
知
取

(
昭
和
二
年

一
月

)
。
敷
香

(
一
〇
年

六

月

)
。
そ
の
過
程

の
大
正

八
年
八
月

に
、
南

部
森
林
を
中
心

と
し

た
日
本
森

林
災
察

旡
上

に
の
こ
る
、

カ
ラ
フ
ト
マ

ツ
カ
レ
(
に

よ

る
大
虫

害
が
発
生
す

る
。

完
全
終
息

は
同

一
三
年

匸
一
月

で
あ
っ
た
。
つ

づ
い
て

ヤ
ツ
バ
キ
ク
イ

ム
シ
が
大
正

匸

了

昭
和
七
年
の
間
に
、

主
と
し

て
中

部
森
林

に
大

発
生
す

る
。

北
辺

の
植
民
地

に
お
け

る
そ

の
よ
う
な

事
態

は
、
樺

太
材

に
む

ら
が
る
政
・
官

・
財

一
体
の
腐

敗
構

造
を
ま

す
ま
す
強
め

た
。
そ

の
た
め

、
当
時

の
政
党
内
閣
下

の

通
弊
と
し
て

、
内

閣
交
代

(
政
友

・
民

政
党

)
の

た
び

に
樺
太
庁
幹
部

も
目
ま
ぐ

る
し

く
交
代

す

る
。
い

か
に

樺
太
国
有
林
材

販
売
を
め
ぐ
り

林
政
が
乱
脈
を

き
わ
め

て
い
た
か
は
、
そ

の

】
端
と
し

て
、
ご

く
内
輪

に
み

て

も
立
木
処
分
量

の
二

倍
以

上
の
丸
太

(
造
材

)
が
流

通

し

て
い
た
こ
と
を
指

摘
す
る
だ
け

で
十
分

で
あ
ろ
う

。

そ
れ

ら
の
す

べ
て

が
島

内
消
費
で
あ

っ
た
わ
け

で
は

な
い

。
内
地

の

パ
ル

プ
エ

場
・
製

材
工
場

で
も
大

量

に

消
費
さ
れ

た
。
前

者
で
は

、
全

一
六
工

場

が
昭
和

一
一

年
半
ば
ま

で
ほ
ぽ
全
面
的

に
依

存
し
て
い

た
。
ま

た
後

者

に
つ
い

て
も
清
水
・
名

古
屋

・
和

歌
山
な
ど

の
臨
海

工
場

で
は
同

様

で
あ

っ
た
。
樺

太
材
経
済

は
、
た

ん
な

る
樺
太

の
み

の
問
題

で
は
な
か
っ

た
の

で
あ

る
。

そ
の
よ

う
な
樺
太
材
を

め
ぐ

る
策
源
基
地

は
、
北

海

道
の
小

樽
で
あ

っ
た
。
同

港

は
開

道
初
期
か
ら

道
内
有

数

の
貨

物
取
扱
量
を

ほ
こ
っ

て
い
た
が
、
大
正

一

一
年

’
 
 
 
 
 
 
/
?
?
’

い
ご
あ
た
か
も
樺
太
材
港
で
あ

る
か
の
よ
う
に
変
容
す

る
。
三
井

物
産
を
筆
頭
と
す

る
樺
太
材
企
業
の
多
く
は
、

こ
こ
を
根
拠
地

と
し
た
。
と

う
ぜ
ん
な
が
ら
小
樽
市

に

は
、
沿

岸
船
積
取

労
働
者
専
門

の
供
給
施

設

(
労
働
下

宿
と
呼
称
)
が
生

ま
れ
た
。
四

月
中
旬
よ
り
出
稼
労
働

者
か
集
結
し
、
彼

等
は
そ
こ
で
雇

用
機
会
を
待

っ
た
。

昭

和
五
年
に
は

匸
二
〇
軒

存
在
し
、
五

一
〇
〇
人

が
就

労

し
て
い
る
。
ま

た
こ
の
小
樽

港
は
、
出
稼
伐
出
労
働

者

の
乗
継
地
点

で
も

あ
っ
た
。
東
北
地
方
か
ら
樺
太
に

渡

る
彼
等
は
、
小

樽
港

か
ら
船

で
行

く
か
、
列

車
で
北

海

道
の
北
端
・
稚

内
ま

で
行
き
連

絡
船
で
大
泊
港
に
渡

る
か
、
の

い
ず
れ

か
を
選
択
し

た
。
落
着
先
は
、
も

ち

ろ
ん
山
元
の
飯
場

で
あ

っ
た
。

筆
者
は
昭
和

一
八
年
夏
、
女

優
・
岡

田
嘉
子
と
元

北

大
生
・
杉

本
良
吉
が
ソ
連
領

に
亡
命

(
昭
和

匸
二
年

一

月
三
日

)
し
た
地
点

に
近
い
氣
屯
ま
で
行

っ
た
こ
と
か

あ

る
。
大

泊
駅
か
ら
北
上
し
た
車
窓
か
ら
の
風
景
は
、

ま

っ
た
く
山
火
事
跡
と
伐
採
跡
の
連
続
で
あ

っ
た
。
そ

こ
に
、
何

を
象
徴
す

る
の
か
あ
ら
ゆ

る
花
が
い
っ
せ
い

に
咲
き
乱
れ
て
い
た
。

朝
鮮
の
林
野
に
群
か
っ
た
内
地
資
本

こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
、
林
業
へ

の
資
本
進
出
は
「
伐
出
」
部
門
に
つ
い
て
の
み
で
、
造

林
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
な
い
と
云
わ
れ
て
き
た
。
だ

が
林
野
所
有
の
障
壁
が
取
り
は
ら
わ
れ
る
と
事
態
は
一

変
す
る
。
逆
に
急
進
出
し
た
実
例
を
し
め
そ
う
。
そ
れ

は
、
台
湾
・
樺
太
に
つ
づ
く
第
三
番
目
の
植
民
地
、
朝

鮮
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。

朝
鮮
総
督
府

(
明
治
四
三
年
一
〇
月
設
置
)
は
、
翌
 

2
6

四
四
年
六
月
に
「
森
林
令
」
を
公
布
す
る
。
そ
れ
は
内

地
に
お
け
る
森
林
法
・
国
有
林
野
法
を
混
合
し
た
特
殊

な
も
の
で
、
そ
の
第
七
条
に
造
林
貸
付
に
よ
る
土
地
譲

与
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
台
湾
に
お
け
る
徹
底
し
た
国

有
林
保
存
主
義
と
比
較
す
る
と
、
そ
れ
は
大
き
な
差
異

で
あ
っ
た
。
囲
い
込
み
の
ゆ
き
す
ぎ
是
正
も
一
因
で
あ

る
が
、
最
大
の
原
因
は
広
大
な
荒
廃
林
野
の
早
期
回
復

に
あ
っ
た
。
林
野
総
面
積
の
う
ち
成
林
地
は
、
わ
ず
か

三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

造
林
貸
付
制
度
は
、
①
貸
付
面
積
は
無
限
、
②
有
料

貸
付
で
は
あ
る
が
、
天
然
更
新
個
所
も
含
め
て
造
林
成

功
と
み
な
さ
れ
る
と
土
地
・
林
木
と
も
に
無
償
譲
与
、

③
苗
木
は
官
苗
を
無
料
下
付
、
と
い
う
民
間
に
と
り
わ

け
有
利
な
内
容
で
あ
っ
た
。
ア
カ
マ
ツ
天
然
更
新
の
対

象
と
な
る
林
地
が
多
く
、
ま
た
地
拵
・
手
入
も
ほ
と
ん

ど
必
要
と
せ
ず
賃
金
も
安
い
朝
鮮
の
状
況
は
、
い
っ
そ

う
そ
れ
を
有
利
な
も
の
と
し
た
。
総
督
府
は
こ
の
制
度

を
、
内
地
に
お
い
て
積
極
的
に
全
国
的
規
模
で
喧
伝
す

る
。
そ
こ
で
の
謳
文
句
は
、
「
朝
鮮
林
業
の
特
典
」
で

あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
朝
鮮
人
も
出
願
で
き
た
か
、
内
地
側
の
反

響
が
大
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
は
や
く
も
明
冶
四
五

年
一
月
に
は
、
初
代
朝
鮮
総
督
・
寺
内
正
毅
が
両
者
間

の
出
願
対
象
地
調
整
の
訓
示
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

て
い
る
。
し
か
す
こ
の
制
度
は
、
内
地
資
本
に
よ
る
大

山
林
所
有
層
の
進
出
・
育
成
を
狙
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

状
況
は
そ
の
方
向
に
進
行
し
て
い
っ
た
。
意
図
し
た
大

山
林
地
主
作
出
は
、
造
林
貸
付
制
度
が
も
う
け
ら
れ
て

か
ら
十
数
年
ご
の
大
正
後
期
に
達
成
さ
れ
る
。
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昭
和
九

年
度

ま
で
の
造
林
貸
付
処
分
実

喟
を
み

る
と
、

内
地
人

は
件

数

で
わ
ず
か
三
(
?
セ

ッ
ト
だ

が
面
積

で

は
四
七

パ
ー
セ

ン

ト
を
し

め
、
ま

た
一
件
平

均
は
内
地

人

二
六
二
町

、
朝

鮮
人

九
町

で
あ

る
。
そ

の
よ
う
な
内

地

資
本
中
心
の
処
分

の
け
っ
か
、
短

期
間

に
巨

大
な
経

営
体

か
生

ま
れ
た

。
一
万
町
以
上

(
昭
和
三
年

度
末
現

在

)
は

I
〇
事
業
体

に
の
ぽ
り

、
首
位

の
住
友
合

資
会

社
に
い

た
っ
て
は
、
七

万
五
五
四
二
町

を
所
有
す

る
に

い
た
っ
て
い

る
。

以
上

の
事
態
は

、
と

う
ぜ
ん
な

が
ら
地
元
民

の
反
発

を
ま

ね
い
た
。
内

地
系
経

営
体
の
貸
付
造
林
地

に
は
刑

事
事
件
な

ど
の
問
題
か
多

発
し

、
と

り
わ
け
そ
れ

は
大

正

八
年
三
月

の
〈
万

歳
事
件
〉
い

ご
強

ま
っ
た

。

本

項
目
で

の
ぺ
ん
と
し
た
こ
と

は
、
冒
頭

に
の

べ
た

よ

う
に
、
林

野
所

有
の
障
壁
か
無
け
れ

ば
造
林
部
門
へ

も

資
本

進
出

が
行

な
わ
れ

る
こ
と

で
あ

る
。
そ

の
典
型

的
な

好
例

が
、
植
民

地
下

の
朝
鮮

で
展
開

さ
れ
た
の
で

あ

る
。
理

論
は
、
修

正

さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

。●X
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言「
自
然
活
用
型
総
合
産
業
の
創
造
を
め
ざ
し
て
」

今
日
に
お
け
る

山
村
の
産
業
の
問
題
点

こ

の
ま
ま

で
は
、
維
持
不
可
能

な
山
村
か
生
ま
れ
て

く
る
の
は
時
間

の
問
題

で
あ
り

、
す
で
に
集
落
僧

壜
は
、

全
国
い
た

る
と
こ
ろ
で
発
生
し

て
い
る
。
村
人

の
高
齢

化
も
す
す
み
、
子

供
の
生
ま
れ
な
い
村
で
は
学
校
の
維

一
九
六
五
年
に
山
村
振
興
法
が
制
定
さ
れ
た
と
き
、
 
持

さ
え
あ
や
ぶ
ま
れ
は
じ
め
て
い
る
。

山
村
社
会
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
山
村
産
業
か
崩

壊
し
、
激
し
い
過
疎
化
に
み
ま
わ
れ
て
い
た
。
薪
や
炭

の
需
要
は
な
く
な
り
、
養
蚕
、
和
紙
と
い
っ
た
山
間
地

農
業
を
支
え
て
い
た
様
々
な
も
の
が
、
市
場
経
済
の
な

か
で
の
力
を
失
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
伝
統
産
業
の
凋
落
と
、
伝
統
的
な
山
脊
社
会
の
寐
化
、

生
活
や
教
育
、
進
学
の
変
化
が
重
な
り
な
が
ら
、
山
村

は
過
疎
化
の
道
を
歩
み
つ
づ
け
た
。
他
方
、
農
山
村
か

ら
流
出
し
た
労
働
力
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
都
市

と
都
市
経
済
は
拡
大
し
つ
づ
け
、
山
村
と
都
市
の
格
差

は
か
つ
て
無
い
ほ
ど
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
、
将
来
の
基
幹
産
業
に

な
る
べ
く
期
待
さ
れ
た
林
業
は
、
長
期
に
わ
た
る
木
材

価
格
の
低
迷
の
な
か
で
、
産
業
と
し
て
育
つ
ど
こ
ろ
か
、

い
ま
で
は
手
入
れ
の
遅
れ
た
人
工
林
が
も
た
ら
す
自
然

荒
廃
に
ど
う
対
応
す
べ
き
か
を
、
議
論
し
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
事
態
に
ま
で
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
林
業
の
現
実

が
山
村
の
崩
壊
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。

t

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
な

ぜ
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ

の
原
因

の
ひ
と

つ
と
し
て
、
伝

統
産
業
が
崩
壊

し
た
以

降
、
山

村
が
、
山

村
ら
し
い
新
し
い
産
業
の
か

た
ち
を
み
い
だ
せ
な
か

っ
た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ

る
。
確

か
に
こ
れ
ま
で
山
村
は
、
新

し
い
雇
用
場
所
の
創
造
を

め
ざ
し

て
、
工

場
誘
致
や
リ
ゾ

ー
ト
開
発
、
あ

る
い
は

製
材

や
様

々
な

木
材
加
工

な
ど
の
整
備
を
す
す
め
て
き

た
。
そ
し

て
、
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
、
い

く
ら
か
の
新

し

い
雇
用
場
所

を
つ
く
り
だ
し
て
き
も
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ

で
も

な
お
山
村

は
、
往

時
の
活
況

を
取

り
戻
す

こ

と
は

で
き
な

か
っ
た
。
む
し

ろ
、
公

共
事
業
と
し

て
お

こ
な
わ
れ

た
土
建
業

に
依

存
し

な
が
ら
、
衰
退
を
重

ね

て
い
っ
た

の
が
、
こ

の
間

の
村

の
歴
史

で
あ

っ
た
。

し

か
も

、
今

日
で
は
、
こ

の
よ
う
な
山
柯

の
危
機
は
、

ま
す

ま
す
深

ま
っ
て
ゆ
こ

う
と
し
て
い
る
。
第

一
に
、

林
業
は
危
機

の
段
階
を
超
え

て
、
全
国
的

レ
ベ
ル
で
み

れ
ば
、
全

面
崩
壊

の
様
相

さ
え
呈
し
て
い
る
。
第
二

に
、

ガ

ッ
ト

ー
ウ
ル
グ

ア
イ

ー
ラ
ウ
ッ

ド
以
降
、
加

速
度
か

つ
い

た
山
村

農
業

の
危
機

・
崩
壊

が
あ
る
。
第

三
に
、

多

く
の
場
合

、
東

南

ア
ジ
ア
の
工
場

な
ど
と
市
場
的
に

競
合
す

る
、
山
村

へ
の

進
出
企
業

の
脆
弱

性
が
あ

る
。

低
賃
金

だ
け

に
期
待

を
む

っ
て
進
出
し
て
き

た
企
業
は
、

今
日

の
国

際
競

争
に
耐

え

ら
れ
な

い
ば
か
り
で
な
く
、

山
村

の
人
々
の

生
活
を

支
え

る
う
え

で
も
、
十

分
で
は

な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
第

四

に
、
こ

れ

ま
で
の
あ
り
き

た
り
な
観
光
、
リ

ゾ

ー
ト
開
発

に
よ

っ
て
、
魅

力
の
な

い
観
光
施
設

が
各
地

に
生
ま
れ
、
そ

れ
が
観

光
地
間

の

過
当
競
争
を
生
み
だ
し

な

が
ら
、
都

市

の
市
民

に
も
あ

き
ら
れ
は
じ
め

て
い
る
と
い

う
現
実

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実
を
み

る
な
ら
、
山

村

は
危
機
か
ら

崩
壊
の
段
階

に
人

つ
た
と
い

っ
て
も
よ

い
。
そ

し
て
、

そ
の
こ
と
は
、
こ

れ

か
ら
の
日
本

の
国
土

保
全
、
自

然

環
境
の
維
持
な
ど

に
も

、
深

刻
な
影

響
を
与

え
て
い
く

で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
こ

の
よ

う
な
衰
退

の
動
き
を

く
い
止
め

る
た
め
に
も
、
山

村
は
こ
れ

か
ら
、
ど

の
よ
う
な
産
業

.

を

お
こ
し
て
い
け
ば
よ
い

の
で
あ

ろ
う
か
。
本

提
言
で

は
、
そ

れ
を
ふ
た
つ
の
視
点

か
ら
提
起
す

る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
こ

れ
ま

で
の
よ

う

に
、
農

業
、
林

業

、
農

林
加
工

業
、
観

光
な

ど
を
個
別

の
も
の
と
し
て

と

ら
え
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ら
を

縦
横

に
結

び
、
さ

、
j
ユ
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φ

ら

に
村

の
伝
統
文
化

な
ど
と
も
一
体
化

さ
せ

な
が
ら
、

自
然
活
用

型
の
総
合

産
業

を
お
こ
し
て
い
く
こ
と

で
あ

る
。
山

村

の
資
産
は

、
第

一
に
森

林
、
河

川
、
山

岳
な

ど
が

つ
く
り
だ
す

自
然

に
あ
り

、
第
二

に
、
そ

れ
ら

の

自
然

を
活
用
し
な

が
ら

つ
く
ら
れ

た
、
そ

の
地
域
の
技

術
や
文
化

の
蓄
積

に
あ
る
。
と

す
れ

ば
、
こ

の
よ
う
な

資
産
を
十

分
に
掘
り

お
こ
し

、
活

用
し

て
い
く
こ
と
の

可

能
な
産
業

を
創
造
す

る
こ

と

が
、
都

市

に
対
す
る
山

村
の
優
位
を
新

し
く
確
立
し

て
い
く
道

で
も
あ
る
こ
と

に
、
山

村
は
気

づ
く
必
要

が
あ

る
だ
ろ

う
。

も
う
ひ
と

つ
は
、
山

村
の
人

々
自

身

の
生
活

を
質
的

に
向
上

さ
せ

て
い
く
こ
と
自
体

の
な
か

に
.
、
新し

い
産

業

を
お
こ
し
て

い
く
こ
と
で
あ

る
。
す

で

に
、
高

齢
化

社
会

に
対

応
し

た
高
齢
者

の
た
め

の
施

設
な
ど
を
建

設

し

て
い
る
山
村
は
数
多

く
あ
る
が
、
共

同
体

が
弱

体
化

し

て
い
る
な
か
で
新
し

い
村
人

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
を

つ

く
り

だ
し

、
山

村

の
文
化
や
消

費
の
質
を
向
上

さ
せ

た

り
す

る
た
め
に
は
、
ど

の
よ

う
な
仕
事
を
村

に
配
置
し

て
い

っ
た
ら

よ
い
の
か
を

、
山
村

は
考
え
な
け

れ
ぱ
な

ら
な
い
だ
ろ

う
。

誇
り
と
余
裕

を
も

っ
て
働

く
こ

と
の
で
き

る
産
業

を

つ
く
り
、
質

的

に
豊
か
な
暮
ら
し
を

創
造
す

る
、
山

村

の
再

建
・
発

展

は
、
こ

こ
か
ら
は
じ

ま
る
の
で
あ

る
。

二
 
山
村
の
産
業
を
考
え
る
基
準

な
い
よ
う
な
雇
用
場
所

が
つ
く
ら
れ
る
こ
と

が
多
く
、

第
二

に
、
ひ

と

つ
ひ
と

つ
の
産
業

が
バ
ラ
バ
ラ
に
つ
く

り
だ
さ
れ
、
村
の
産
葉

令
萍

が
有

憚
叩
な
連
関

性
を
も
っ

て
い
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ

の
た
め

に
、
】
方

で

は
観
光

開
発
が
す
す
め
ら
れ
な
が
ら
、
他
方

で
は
自

然

環
境
を
悪
化

さ
せ

る
よ
う
な
土
木
工
事
や
工
場
誘
致

が

す
す
め

ら
れ
る
と
と
も
に
、
今
日

で
は
有
力
な
観
光

資

源
と
も

い
う
べ
き
農
林
地

の
荒
廃
や
集
落
景
観
の
暦

化
、

地
域
伝
統
芸
能

の
消
滅

な
ど

が
、
同

時
に
発
生
す

る
と

い
う
現
象

が
、
各
地

で
生
じ

た
。

こ
の
よ
う
な
過
去

の
失

敗
を
繰
ケ
返
さ
な
い
た
め
に
、

山
村
の
産
業
の
あ
り
方
を
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う

に
な

る
O第

一
に
山
村
の
産
業
は
、
山

村
が
も
っ
て
い
る
資
産

と
も
い
う
べ
き
自
然
や
田
畑
、
山

村
の
歴
史
的

・
文

化

的
遺
産
を
掘
り
お
こ
し
、
そ

れ
を
十
分
に
活
用

す
る
も

の
で
あ
る
必
要

が
あ

る
。
す

な
わ
ち
山
村

の
産
業

の
基

盤
は
ま
ず
農
林
業
に
み
い
だ
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ

か
ら
の
農
林
業
は
従
来

型
の
も
の

で
は
な
く

多
元

的
な
価
値

を
も
っ
た
総
合
的

な
農
林
業

で
あ

る
必

要

が
あ

る
だ

ろ
う
。
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
、
山

村

に
、

都
市
で
は
創
造

で
き

な
い
魅
力

の
あ

る
産
業
を
生
み

だ

す
こ
と

が
で
き

る
の
で
あ
る
。

第
二

に
、
山

村

の
産
業

は
、
そ
こ
で
働
く
者
た
ち
か
、

都
市

の
労
働

で
は
手

に
入

ら
な
い
よ
う
な
誇

り
と
喜

び

を
得
ら
れ

る
も

の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
今

日
、
山

村

に
労
働

の
場
を
求
め
て
い

る
人

た
ち
は
、
自

分
の
仕

こ
れ
ま
で
の
山
村
の
産
業
お
こ
し
は
、
第
一
に
、
単
 

事
が
自
然
の
役
に
も
た
ち
、
一
人
一
人
の
工
夫
や
知
恵

な
る
雇
用
の
場
の
確
保
七
い
う
観
点
か
ら
の
み
お
こ
な
 

が
生
か
せ
、
そ
れ
が
目
に
み
え
る
か
た
ち
で
確
認
で
き

わ
れ
た
た
め
に
、
働
く
こ
と
自
体
に
魅
力
を
感
じ
ら
れ
 

る
よ
う
な
仕
事
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

争が
実
現

で
き
な

い
と
判

っ
た
と
き
、
山

村
に
暮

ら
し

の

場
所
を
求
め

た
人
々
も

、
再

び
村

を
去
る
と

い
う
現
象

が
生
ま
れ
て

い
る
。
ど

ん
な
内
容
の
も
の
で
あ
れ
雇
用

場
所

が
あ
れ

ば
、
若

者

が
村
に
残
る
だ
ろ
う
と

い
う
発

想
は
、
一

世
代
前

の
人
々
の

幻
想

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

る
。第

三
に
、
山

村
の
産
業

は
、
労
働

と
村
人

の
暮
ら
し

が
、
都

市
に
お
け

る
労
働
と
生
活
と

の
関
係
の
よ
う

に

分
断
さ
れ
て
い
な
い
ば

か
り
で
な

く
、
そ

の
労
働
と
暮

ら
し

が
村
人

同
士

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
の
形
成
と

も
自

然
に
結
ば
れ
て
い

る
よ

う
な
労
働

の
か
た
ち
を
、

指
向

す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ

の

こ
と

に
よ
っ
て
、
労

働

が
地
域
の
暮

ら
し

の
文
化

と
も

結

び
つ
く
と
い
う
、
都

市
に
は
な
い
労
働

の
か
た
ち
が

創
造

さ
れ

う
る
の
で
あ
る
。

第
四

に
、
山
村

の
産
業
は
、
景

気

の
影

響
が
社
会
変

化

に
影

響
さ
れ
に
く
い
、
つ

ま
り
長
期

に
わ
た
っ
て
持

続
し
う

る
産
業
を

つ
く
り
だ
す
必
要

が
あ

る
。
こ

の
よ

う
な
持
続
可
能

で
あ
る
こ
と
を
大
き
な
目
的

に
お
い
た

産
業

づ
く
り
を
す
す

め
る
た
め
に
は
、
山
村
の
産
業
は
、

人

間
社
会

に
と
っ

て
不
可

欠
な
基
層
的
な
部
分
を
担
う

こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
つ

ま
り
そ
れ
は
、
自

然
環
境
の

維
持
と
結
び

つ
い
た
産
業

で
あ
り
、
人

間
た
ち
の
梢
神

文
化

を
支
え
る
産
業

で
あ

り
、
人
間

に
と
っ
て
必
要
な

様

々
な

文
化
を
、
基

礎
的

な
と
こ

ろ
で
さ
さ
え

る
よ
う

な
産
業

で
あ
る
必
要
か

あ
る
だ
ろ
う
。

第
五

に
、
次

の
よ

う
な
こ
と
を
考
え
て
お
く
必
要

が

あ
る
。
か

つ
て
山
村

に
活
力

か
あ
っ
た
時
代
は
、
山
村

は
他
地
域

と
の
交
流

が
活
発

な
社
会

で
も
あ
っ
た
。
逆

に
他
地
域

の
人

々
と

の
交
流

が
弱

ま
り

、
「
閉
ざ
さ
れ
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た
社
会
」
に

な

っ
た
と
き
、
山

村

の
活
力

も
失
わ
れ
た

の
で
あ

る
。
し

た
が
っ
て
山
村

の
産
業

は
、
そ

の
産
業

を

つ
く

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
人

間

の
交
流
か
活

発
に
な

る
よ
う
な
性
質

を
も

っ
て
い

る
必
要

が
あ
る
。
つ
ま
り
、

単

に
観
光
だ
け

で
な
く
、
農

林
業

や
加
工

業

に
お

い
て

も

、
他

の
農
山
村

や
都
市

の
市

民
と

の
交
流
を
活
発

に

す

る
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い

の
か
を

、
つ

ね
に
念
頭

に

お
い
て
お

く
必
要

が
あ

る
だ
ろ

う
。

第
六
に
、
山

村
の
産
業
は
、
都

市

の
産
業

の
よ
う
に

「
基

幹
労
働

力
」
に

頼

る
ば
か

り
で

な

く
、
青

年

、
中

年
、
高

齢
者
、
さ

ま
ざ
ま
な
立
場

の
女
性

た
ち

が
、
そ

れ

ぞ
れ

の
立
場

で
参
加

で
き
る
仕
事

の
か
た
ち
を
も

っ

て
い

る
こ

と
が
重
要

で
あ

ろ
う
。
自

営
的

な
農
業
や
林

業

と
調
和
可
能

な
雇
用
の
か

た
ち
や
、
年

金
世
代

が
生

き

が
い
を
み

い
だ
せ

る
よ
う
な
仕

事
の
か

た
ち

、
さ

ら

に
女

性
へ
の
負

担
が
大
き
く
な

ら
ず
、
か

つ
女
性

の
能

力
を
十

分
に
生

か
せ

る
よ
う
な
仕

事
の
あ
り
方

な
ど
か

模
索

さ
せ

る
こ
と

に
よ
っ
て
、
都

市

と
は
違

っ
た
「
労

働

文
化

」
が

形
成

さ
れ
る
の
で
あ

る
。

第
七

に
、
山

村

の
産
業

は
、
地

域

の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
や

伝
統
文
化

、
地
域
文

化
を
高
め

、
深

め
て
い

け

る
よ
う

な
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

以
上

の
こ
と
を
念
頭

に
お
き

な
が
ら
、
そ

の
具
体
的

な

か
た
ち

と
し
て
、
「
自
然
活
用
型

総
合

産

業

」
と

、

そ
の
内

容
を

豊
か

に
し

て
い
く
た
め

の
「
山

村
の
暮
ら

し
の
質
を

高

め
る
地
域
経
済

シ
ス

テ
ム
」
に

つ
い
て
考

察

す
る

。

三
「
自
然
活
用
型

総
合
産
業
」
に
つ

い

て

「
自

然
活
用

型
総
合

産
業
」
と

は
、
農
林

産
物

を
生

産
す

る
一
次
産
業
を
基
礎

に
し

、
あ
わ
せ
て
地
元

の
農

林
産
物
を
必
要

に
応
じ
て
加
工
す

る
二
次
産
業
的
な
性

格
も
有
し
、
さ

ら

に
そ
の
過
程

に
都
市
市
民
を
も

ま
き

込
み

、
組

織
化
し
な
が
ら
、
山

村
の
産
物
と
サ
ー
ビ
ス
、

文
化

を
提
供
す
る
な
か
に
新

し
い
観
光
を
も
創
出
し
て

い
く
、
自

然
を
活
用
し
た
総
合

的
な
産
業

の
か
た
ち
を

指
し

て
い
る
。

こ
れ

ま
で
農
林
業

は
、
農

産
物

や
林

産
物

を
生
産
す

る
一
次

産
業
と
し

て
位

置
づ
け

ら
れ
て
き

た
。
し

か
し

今
日

で
は
、
国
民

の
農
林
業

に
対
す

る
要
求

も
大

き
く

変
わ

っ
て
き
て
い

る
。
は
じ
め

に
今
日
の
国
民

の
農
林

業

に
対

す

る
要
求

を
整
理
す
れ

ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
第

一
に
、
農

地
・
林

地
は
、
国
民
生

活

に
と

っ

て
欠

か
す

こ
と

の
で
き
な
い
生

産
の
場

で
あ

る
。
と

と

も

に
、
第

二

に
、
農
地

・
林

地
は
、
そ

れ
ら
と
結

び
つ

い
た
河
川
、
用

水

路
を

ふ
く
め
て
、
重
要

な
自
然

環
境

を
形
成
し

て
い
る
。
さ

ら
に
、
そ

れ
だ
け

で
は
な

く
、

農
地
は
日
本

の
農
耕
文
化

を
感
じ
さ
せ
、
森

林
は
人
間

と
の
共
生

の
う
え

に
成
立

す
る
「
森

林
文
化
」
を

感
じ

さ
せ

る
よ

う
に
、
田
畑
や
森

の
あ
る
暮
ら
し

、
日
本

の

風
土
自
体

が
、
人
間

の
文
化

の
基
盤
の
ひ
と

つ
で
あ
る

と
考
え

る
意
識

が
拡
か

っ
て
き
て
い

る
の
で
あ

る
。
こ

の
よ
う
な
農
林
地
の
性
格
を
、
こ

こ

で

は

、
「
文
化

的

装
置

と
し

て
の
田

畑
や
森
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す

る
。

つ
ま
り
、
今

日
、
国

民

が
農
業

や
林
業

に
求
め
て
い

る
も
の
は
、
単

な

る
農
産
物

や
林
産
物
の
生
産
だ
け
で

は
な
く
、
農

林
業
を
と

お
し

て
実
現

さ
せ

る
自
然
環
境

の
維
持
、
国

土
の
保
全

で
あ

り
、
文

化
的

装
置
と
し
て

の
田
畑
や
森
、
さ

ら

に
河
川
や
用
水

路
の
維

持
な
の
で

あ
る
。

他

方
、
農
林
業

従
事
者
の
な
か
で
も

、
今

日
で
は
さ

ま
ざ
ま
な
変
化

が
生

じ
て
き

て
い

る
。
と

り
わ
け

都
市

市
民

と
の
「
産

直

」
的

活
動
か
活
発

に
な
っ
て
く
る
と
、

農
林
業
を
軸

に
し

た
人
間

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

が
形
成

さ

れ

、
農
産
物
や
林

産
物

の
生
産
だ
け
で
は
な
く
、
農

家

や
林
家
と
の
交
流
を

と
お
し
て
、
都

市
市
民

に
新
し
い

「
サ

ー
ビ

ス
」
を

提
供
す

る
こ

と
が

重
要

に
な

っ
て
き

た
。
ま

た
農
民
か
小

さ
な
地
城
組
織
を

つ
く
り
、
農

産

物
の
一
部
を
加
工

し
て
「
産

直
」
の

ル

ー
ト

に
の
せ
た

り
、
林

家
が
製
材
所
や
工

務
店
と
提

携
し

、
「
産
直

住

宅
」
を

販
売
す
る
ケ

ー
ス

も
み
ら
れ

る
よ
う

に
な
っ
て

き
た
。

こ
の
よ
う
動
き
の
な

か
で
は
、
農

林
業
の
な
か
に
、

第
二

次
産
業
的
な
加
工
業

や
、
第

三
次
産
業
的
な
サ

ー

ビ
ス
部
門

か
、
内

包
化

さ
れ

つ
つ
あ
る
。
そ

し
て
こ
の

よ
う
な
傾
向
を
支
え

る
も

の
と
し

て
、
自

主
的
な
「
グ

リ
ー
ン

ツ
ー
リ

ズ
ム
」
や

、
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
活
用

な
ど
も
生
ま
れ

て
き
て
い

る
。

す
な
わ
ち
今
日

で
は
、
国

民
の
要
求
も

、
農
林
業

に

新
し

い
活
力
を
導
入

し
よ
う
と
し
て
模
索
し
て
い

る
農

家
、
林

家
の
側
も

、
農

林
業
を
一
次
産
業
を
こ
え
た
、

文
化
創
造
を
も
ふ

く
む
総
合
的
な
産
業
と
し
て
と
ら
え

直
し
は
じ
め
て

い
る
の
で
あ

る
。

山
村

の
産
業
を
考

え
る
場
合
、
第

一

に
、
生
産
物
価

0



●

格
を
め
ぐ
る
価
格
競
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
よ
う
な
農
林

業
の
あ
り
方
を
、
山
村
は
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
第
二
に
、
山
村
の
農
林
業
に
新
た
な
価
値
を

付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
産
物
や
林
産
物
の
生
産

を
こ
え
た
、
多
元
的
な
価
値
を
も
っ
た
農
林
業
の
あ
り

方
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
こ
と
を
、
そ
し
て

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
農
林
業
へ
の
多
元
的
な
価
値
の
付

与
は
、
そ
の
価
値
を
大
事
に
し
よ
う
と
す
る
様
々
な
人
々

と
の
交
流
を
と
お
し
て
創
造
さ
れ
る
こ
と
を
、
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

山
村
の
リ
ゾ
ー
ト
も
、
以
上
の
よ
う
な
総
合
的
な
自

然
産
業
づ
く
り
と
結
ば
れ
な
が
ら
、
創
出
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
山

村
リ
ゾ
ー
ト
は
、
農
山
村
的
景
観
と
、
そ
こ
に
お
け
る

営
農
、
さ
ら
に
そ
こ
に
生
ま
れ
る
凧
土
が
最
大
の
リ
ゾ
ー

ト
的
価
値
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
近
で
は
日
本

で
も
、
い
わ
ゆ
る
観
光
地
で
は
な
く
、
農
山
村
そ
の
も

の
へ
の
滞
在
や
、
農
山
村
の
仕
事
に
参
加
で
き
る
滞
在

の
あ
り
方
、
さ
ら
に
山
村
留
学
な
ど
を
希
望
す
る
者
た

ち
が
、
数
多
く
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
低
成
長
時
代
に
入
っ
た
こ
れ
か
ら
の
日
本
を

考
え
る
な
ら
、
農
業
に
し
て
も
、
工
場
誘
致
や
リ
ゾ
ー

ト
開
発
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
大
型
投
資
に

頼
る
方
策
は
、
現
実
的
に
不
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
だ

け
で
な
く
、
国
民
の
側
も
こ
れ
ま
で
よ
り
も
落
ち
つ
い

た
、
香
り
高
い
精
神
文
化
や
暮
ら
し
の
か
た
ち
を
模
索

し
は
じ
め
て
い
る
。
ゆ
え
に
自
然
に
多
元
的
な
価
値
を

付
与
し
、
山
村
の
資
産
で
あ
る
自
然
と
地
域
に
蓄
積
さ

れ
た
暮
ら
し
の
文
化
を
基
礎
に
し
て
、
新
し
い
山
村
産

業
の
あ
り
方
を
創
造
す
る
こ
と
か
で
き
る
な
ら
、
山
村

に
都
市

で
は
生
み

だ
し
え
な
い
価
値
を
も
た
ら
し
て
い

く
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

し
た

が
っ
て
こ

れ
か
ら
の
山
村
自
治
体

は
、
自

分
た

ち
の
地
域

が
も

っ
て
い
る
資
産
の
価
値
を

高
め
る
よ

う

な
産
業
形
成
を
応
援
し
て
い
く

べ
き

で
あ

る
し

、
集
落

景
観

の
整
備
や
農
林
地
、
河

川
、
用

水
な
ど
の
価
値
を

高
め

る
た
め
の
施

策
、
さ
ら
に
都
市
市
民
を
ふ
く
む
様
々

な
地
域

の
人

々
か

山
村
の
動
き
と
提

携
し
う
る
よ
う

シ

ス
テ
ム
の
創
出

に
力

を
注
い
で
い
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ

同
時

に
、
田

畑
を
ふ

く
む
自
然
を
総
合
的

、
多
元
的

に
活
用
し

て
い
く
と
き
、
そ

こ
か
ら
ど

の
よ

う
な
新
し

い
経
済
活
動

か
創
出
可

能
な
の
か
を
た
え

ず
模
索
す

る

必
要
は
あ

る
か

、
し

か
し
森
林
や
山
間

地
の
棚
田

な
ど

が
も
っ
て
い

る
公
益
的

な
価
値
を
考
え

る
な
ら
、
こ

の

よ
う
な
公
益
的
価
値

の
維
持

ま
で
を

、
山

村
民

の
経
済

活
動
に
依
存
さ
せ

る
の
が
適
当

で
な
い
こ
と
は
、
い

う

ま
で
も
な
い
。
と

す
れ

ば
、
自

然
環
境

の
維
持
や

、
経

済
活
動

で
は
さ
さ
え
ら
れ
な
い
様
々
な

文
化
的
価
値

の

’
維持

に
必
要

な
負
担
を
、
国

か
ら
の
大
胆
な
支
出
を
ふ

く
め

て
社
会
化

し
て
い
く
こ
と
は
当
然
で
あ

る
が
、
こ

の
よ
う
な
支
出

も
、
新

し
い
山
村

の
産
業
を
つ
く
り
だ

す
と
い
う
観
点
と

結
ん
で
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

四

「
山

村

の

暮

ら

し

の

質

を

高

め

る

地

域

経

済

シ

ス

テ

ム

」
に

つ

い

て

今
日
の
山
村

で
は
、
村
人

の
生
活
を
支
え
る
産
業
が
、

令き
わ
め
て
脆
弱

に
な
っ
て
い

る
。
も

ち
ろ
ん
山
村

に
都

市

と
同
じ
よ
う
な
商
業
施

設
や
娯
楽
施
設
を
も

う
け

る

必
要

は
な
く
、
こ

の
点

に
つ
い
て
述

べ
れ
ば
、
道

路
改

修
が
す
す
ん
だ
こ
と
も

あ
っ
て
、
山

村
の
人

々
も

近
郊

都
市

を
活
用
し
な

が
ら
、
地
域

分
業

を
上

手
に
利
用
す

る
体
制

が
で
き

つ
つ
あ

る
。
と

こ
ろ
が
、
日

々
の

生
活

に
直
結
す

る
よ
う
な
産
業
か
弱

く
、
そ

の
こ

と
が
広
域

移
動
を
し

に
く
い
高
齢
者
や
障

害
者

、
青
少
年

に
と
っ

て
は
大
き
な
問

題
に
な
っ
て
い

る
ば
か
り

か
、
山

村
の

内
部
経
済
の
循

環
性

を
低
下

さ
せ
、
山

村

の
内
発

的
発

展
を
阻
害
子

る
要
因

に
も
な
っ
て
い

る
の
で
あ

る
。

地
域

で

つ
く
ら
れ

た
農
産
物
は
村
外
に
出
荷

さ
れ

、

山
村

内
で
内
部
流
通
す

る
シ
ス
テ

ム
を
も
っ
て
い
な

い

村

は
数

多
く
、
ま

た
商
店

で
売
ら
れ
て
い
る
食
料
品
ひ

と

つ
を
み

て
も
、
選

択

の
余
地

が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。

若
者

に
と

っ
て
は
集
ま
れ

る
喫
茶

店
も
な
く
、
子

供
た

ち

に
と

っ
て
は
文
房
具
を
選
択
す

る
自
由

す
ら
な
い
。

一
人

暮
ら
し

の
高
齢
者
に
と

っ
て
は

、
公
共
交

通
機
関

が
未
整

備
で

タ
ク
シ

ー
さ
え
な

い
村

は
暮
ら
し
に
く
く
、

読

書
や

音
楽

、
旅

行

好
き
な
人
々
に

と

っ
て
は

、
図

書

館

が
充
実
し

て
い

な
い
、
書

店
も
音
楽
店
も
旅
行
代
理

店
も
な

い
こ

と
か
問
題

に
な
る
。

今
日
の
山
村

で
は
、
経

営
的
に
採
算
の
合
わ
な
い
産

業
、
商

店
な
ど

は
成

立
し
え

ず
、
そ

の
こ
と
が
村
民
の

生

活
の
質
を
低
下

さ
せ

て

い
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
村

内

経

済
の
回

転
率
を
低
下

さ
せ

、
村
外

で
の
購
入

に
頼

る

脆
弱

な
消

費
構
造
を
も
生
み

だ
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

し

た
が
っ
て
山
村

の
生

活
の
質
を
高
め
、
経

済

の
内

部
循

環
を

高
め
る
た
め

に
は
、
ど

の
よ
う
な
地
域

経
済

シ
ス
テ
ム
を
用

意
し
、
い

か
な
る
人
的

配
置
、
労
働

配

1



置
を
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
を
、
こ
れ
か
ら
の
山
村

は
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
採
算
は
合
わ
な
く

と
も
、
村
の
暮
ら
し
の
質
を
向
上
さ
せ
る
産
業
を
剔
出

し
て
い
く
た
め
に
は
、
第
一
に
山
村
の
自
治
体
が
、
そ

の
た
め
に
必
要
な
調
査
や
設
備
面
な
ど
で
積
極
的
な
支

援
を
し
て
い
く
と
と
も
に
、
第
二
に
収
入
的
に
は
さ
ほ

ど
多
く
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
高
齢
者
な
ど
の
積
極

的
活
用
を
す
す
め
、
第
三
に
、
新
し
い
仕
事
を
剔
出
す

る
た
め
に
必
要
な
賢
格
や
技
術
を
も
っ
て
い
て
、
定
年

後
は
山
村
で
暮
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
々
が
移
住

し
や
す
い
条
件
整
備
を
す
す
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ

う
な
人
々
に
、
新
し
い
山
村
づ
く
り
へ
の
参
加
を
呼
び

か
け
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

様
々
な
能
力
を
も
っ
た
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件

に
応
じ
た
か
た
ち
で
村
づ
く
り
に
参
加
で
き
る
よ
う
な

山
村
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
村
の
生
活
の
質
を

向
上
さ
せ
、
地
域
内
経
済
の
循
環
性
を
高
め
な
が
ら
、

そ
こ
に
新
し
い
山
村
の
「
労
働
文
化
」
を

つ
く
り
だ
し

て
い
く
こ
と
は
、
山
村
の
魅
力
を
高
め
自
然
活
用
型
総

合
産
業
の
内
容
を
豊
か
に
し
て
い
く
う
え
で
も
、
今
日

で
は
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
 
新
し
い
山
村
の
産
業
を

創
出
す
る
た
め
の
条
件
整
備

I
山

村
の
も
つ
自
然
の
価
値
を

高
め
る
た
め
の
条
件
整
備

1

,

森
林
や
農
地
は
い
う
ま
で
も
な
く
国
土
保
全
や
自j

然
環
境
維
持
の
基
礎
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
山
村

の
農
業
や
林
業
、
と
り
わ
け
山
村
の
森
林
や
水
田
の

も
っ
、
す
ぐ
れ
た
環
境
的
価
値
を
考
え
る
な
ら
、
山

村
の
農
地
、
林
地
を
保
全
し
、
環
境
と
矛
盾
し
な
い

農
林
業
を
す
す
め
る
た
め
の
助
成
制
度
を
つ
く
る
必

要
が
あ
る
。

閣

農
地
、
林
地
の
荒
廃
を
招
か
な
い
た
め
に
も
、
農

林
地
の
所
有
権
と
利
用
権
を
実
質
的
に
分
離
し
、
環

境
保
全
型
の
農
林
業
を
拡
大
し
、
新
し
く
参
入
し
よ

う
と
す
る
人
々
が
、
営
農
、
営
林
活
動
を
し
や
す
い

条
件
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

闍

公
益
的
機
能
が
高
く
、
そ
の
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い

森
づ
く
り
を
す
す
め
る
人
々
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で

の
林
業
観
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
税
制
、
財
政
援
助

両
面
か
ら
の
促
進
措
置
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

圈

河
川
の
価
値
を
高
め
る
た
め
に
、
都
市
の
水
利
用

の
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
現
在
の
長
す
ぎ
る
水
利

権
を
十
年
程
度
に
短
縮
す
る
な
ど
、
水
利
権
の
弾
力

的
な
運
用
を
は
か
り
、
山
村
か
村
づ
く
り
と
結
ば
れ

た
河
川
整
備
を
す
す
め
や
す
く
す
る
と
と
も
に
、
河

川
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
地
元
の
意
見
を
尊
重
し
た

河
川
整
備
が
、
す
す
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅱ

山
村
の
独
自
性
と
創
造
力
を

高
め
る
た
め
の
条
件
整
備

山

山
村
自
治
を
強
化
す
る
た
め
に
、
国
や
都
道
府
県

の
権
限
・
財
源
を
可
能
な
か
ぎ
り
山
村
自
治
体
に
移

譲
し
、
山
村
自
治
体
が
独
自
の
施
策
を
実
施
し
や
す

い
条
件
を
整
備
す
る
必
要
か
あ
る
。

個

山
村
自
治
体
は
集
落
機
能
を
強
化
し
、
村
民
が
こ

れ
ら
の
村
づ
く
り
に
自
主
的
に
参
加
し
や
す
い
体
制

を
つ
く
る
と
と
も
に
、
山
村
自
治
体
自
身
の
企
画
能
 

3
2

力
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。

圓

現
在
で
は
山
村
ご
と
に
パ
ラ
パ
ラ
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
文
化
施
設
な
ど
の
整
備
を
、
近
郊
都
市
を
も

ふ
く
め
た
広
域
的
な
生
活
圏
、
文
化
圏
の
整
備
へ
と

改
め
、
同
時
に
進
学
や
医
療
、
介
護
等
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
山
村
の
条
件
不
利
を
是
正
す
る
た
め
の
奨
学

金
制
度
や
介
護
手
当
な
ど
を
支
粭
す
る
必
要
が
あ
る
。

倒

山
村
自
治
体
が
、
総
合
的
な
自
然
斫
用
型
産
業
を
、

各
地
の
実
情
に
応
じ
て
剔
出
で
き
る
よ
う
に
、
農
業

や
林
業
の
補
助
金
を

匸
兀
化
し
、
山
村
の
実
情
に
応

じ
た
自
然
活
用
が
可
能
な
よ
う
に
す
る
必
釆
が
あ
る
。

Ⅲ

「
自
然
活
用
型
総
合
産
業
」
を

つ
く
り
だ
す
た
め
の
条
件
整
備

剛

全
国
の
山
村
の
相
違
を
考
え
る
と
、
そ
の
違
い
を

つ
く
り
だ
し
て
い
る
大
き
な
要
素
の
ひ
と
つ
に
、
国

有
林
の
存
在
が
あ
る
。
国
有
林
の
割
合
の
大
き
な
村

と
小
さ
な
村
と
で
は
、
山
村
の
性
格
ま
で
が
異
な
っ

て
お
り
、
近
年
で
は
国
有
林
依
存
度
の
高
い
町
村
で

は
、
事
業
量
の
縮
小
に
伴
っ
て
町
村
そ
の
も
の
の
衰

弱
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

国
有
林
の
役
割
は
、
国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
森

林
環
境
を
守
る
と
と
も
に
、
必
要
な
木
材
を
国
民
に

提
供
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
地
域
振
興
の
核
の
ひ

と
つ
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
近
年
で
は
、
国
有
林
の
地
元
離
れ
と
、
地

元
の
国
有
林
離
れ
が
す
す
ん
だ
ぽ
か
り
で
な
く
、
山

村
の
め
ざ
し
て
い
る
村
づ
く
り
と
調
和
し
な
い
よ
う

な
施
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
営

林
署
の
合
理
化
も
重
な
っ
て
、
山
村
住
民
の
国
有
林



争

へ
の
不
信
感
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
高
ま
っ
て
い

る
。

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

㈲

上
下
流
の
流
域
の
市
民
も
参
加
で
き
る
よ
う
な
森

し
た
が
っ
て
国
は
国
有
林
の
も
っ
て
い
る
三
兆
円
 
 

林
、
河
川
管
理
を
つ
う
じ
た
跨
収
協
瞋
会
を
創
設
し
、

を
こ
え
る
債
務
を

】
刻
も
早
く
棚
上
げ
す
る
ば
か
り
 
 

森
林
法
・
砂
防
法
・
河
川
法
の
枠
を
こ
え
た
流
域
全

で
な
く
、
環
境
保
全
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
、
長
 
 

体
を
と
お
し
て
の
真
の
流
域
管
理
シ
ス
テ
ム
を
創
造

期
に
わ
た
る
時
間
が
必
要
な
森
林
の
性
格
を
考
え
る
 
 

す
る
。

な
ら
、
特
別
会
計
制
度
を
堅
持
し
つ
つ
も
独
立
採
算
 

閤

現
存
す
る
様
々
な
観
光
施
設
や
山
小
屋
な
ど
を
、

制
を
廃
止
し

、
国

民

の
森
林
に
対
す

る
萼
望

に
応
え
、

山
村
と
国
有
林

と
の
協

調
が
可
能
な
森
林
管

理
が
で

き
る
よ
う

に
、
国

有
林

の
あ
り
方
を
改
め

な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
さ

ら
に
森
林

の
調
査
、
保
全
、
管
理
を
、

国
民

や
地
域
の
要
求

に
応
え

る
か
た
ち
で
実
施
し
て

い

く
た
め
に
は
、
そ

の
た
め

の
要

員
の
抜
本
的
な
増

強
も

必
要

で
あ
り
、
国

有
林
こ

そ
自
然
活
用
型
総
合

産
業
を
山
村

と
と
も

に
形

成
し

て
い
く
と
き
の
模
範

に
な

ら
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

閣

今
日

の
山
村

の
経
済
活
動

を
支
え

る
柱
の
ひ
と

つ

に
、
農

協

、
森

林
組
合
な

ど
の
協
同
組
合
が
あ
る
か
、
‘

そ
れ
ら

が
十
分

に
役
割
を
は

た
し
て

い
る
か
ど
う
か

も

、
各

地
域
ご
と

に
再

点
検
し

て
い
く
必
要

が
あ
る

だ

ろ
う
。
併

わ
せ

て
、
協

同
組
合

が
山
村

の
人
々
の

協
同

組
合
と
し
て
十

分
に
機
能
か

は
た
せ

る
よ

う
に

改
革

し
、
地

域
の
実

情
に
応
じ

た
様

々
な

協
同
組
合

活
動

が
剔
出
で
き

る
よ

う
に
、
協

同
組
合

関
係
法
の

改
正
を

す
す
め
る
こ
と

も
必
要
で
あ

る
。

圓

山
村

で
の
仕
事
に
新
し

く

っ
く
人

に
対

し
て
、
三

年
間
程
度
の
職
業
訓
練
期
間
を
認
め
、
そ
の
期
間
は

職
業
訓
練
校
並
み
の
助
成
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
な
お
こ
の
期
間
の
「
訓
練
」
に
あ
た
っ

て
は
、
農
林
高
校
を
一
部
活
用
す
る
な
ど
の
方
法
も

単

な

る
滞

在

、
レ

ジ

ャ

ー
の

提

供

の
場

か

ら

、
森

林

や

山

村

、
山

村

文

化

の

イ

ン

ス

ト

ラ

ク

タ

ー
機

能

を

も

併

せ

も

つ
も

の
へ
と

改

革
し

、
新

し

い

山
口
忖
リ
ゾ

ー

ト

の

あ

り

方

を

模

索

し

て

い

く

必

要

が
あ

る

。

六
 

ま
と
め
に
代
え
て

国
民
森

林
会
議
は
、
一
九
九

五
年
度
か
ら
三
ヶ
年
計

画

で
、
こ

れ
か
ら
の
山
村

の
あ
り
方

に
つ
い
て
の
検
討

を
重

ね
て
き

た
。
本
提
言

は
、
そ

の
第
二

年
次
提
言
と

し
て
、
こ

れ

か
ら
の
山
村

の
産
業

の
あ
り
方
に

つ
い
て

考
察
し

た
も

の
で
あ

る
。

は
じ
め

に
述

べ
た
よ
う
に
、
今

日

の
山
村

は
危
機
の

段
階
を
こ
え
、
崩

壊
の
段
階
へ
と
向
か

お
う
と
し
て
い

る
。
そ

し
て
、
も

し
も
山
村
が
庭

碩
し
て
し
ま
う
な
ら
、

森
林
を

は
じ
め
と
す

る
広
大
な
自
然
の
守
り
手

が
い
な

く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
山

村
に
蓄
積
さ
れ

て
い
た
自

然

と
と
も
に
暮
ら
す
、
暮

ら
し
の
文
化
を
も
消
滅
し
、

国
民

の
精

神
文

化
に
と
っ
て
も
大

き
な
空
洞
を
も

た
ら

す
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
山
村
振

興
は
、
国

民
共
同

の
責
務

で
あ

る
。

そ
し
て
、
そ

の
た
め
に
は
、
こ

れ

ま
で
と
は
違

っ
た

秒発
想
に
立
っ
て
、
大
胆
な
山
村
振
興
策
を
こ
う
じ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
E
C
諸
国
で
す
す
め
ら
れ
て

い
る
直
接
的
な
所
得
保
障
を
ふ
く
め
た
条
件
不
利
地
域

対
策
も
そ
の
日
本
的
な
形
態
を
早
急
に
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
代
に
き
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
実
現
で

き
た
こ
と
と
、
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
を
冷
静
に
分
析

し
、
い
ま
や
都
市
問
題
と
し
て
も
重
要
な
課
題
と
な
っ

た
新
し
い
山
村
振
興
の
あ
り
方
を
提
示
し
て
い
く
方
針

で
あ
る
。

国
民
森
林
会
議
は
こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
、
本

提
言
を
提
出
す
る
。

一
九
九
七
年
三
月

国
民
森
林
会
議
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提
 
 

言
『
再
度

‘
国
民
の
た
め
の
国
有
林
再
建
を
』

は
じ

め

に

国
民
森
林
会
議
は
一
九
九
〇
年
に
「
国
民
の
た
め
の

国
有
林
再
建
を
」
と
題
す
る
提
言
を
採
択
し
、
林
野
庁

を
は
じ
め
関
係
各
方
面
に
わ
れ
わ
れ
の
意
見
を
提
示
し

た
。
す
で
に
そ
の
頃
に
も
、
国
有
林
・
民
有
林
を
問
わ

ず
、
森
林
の
衰
弱
・
荒
廃
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

た
反
面
、
山
を
守
る
べ
き
山
村
の
過
疎
化
と
残
る
住
民

の
高
齢
化
が
い
ち
じ
る
し
く
進
み
、
二
一
世
紀
に
向
け

て
果
し
て
森
と
緑
を
健
全
に
維
持
で
き
る
の
か
ど
う
か

が
深
く
憂
え
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
あ

た
か
も
そ
の
時
、
今
後
の
わ
か
国
の
行
政
の
あ
り
方
に

指
針
を
与
え
る
と
い
う
任
務
を
帯
び
た
臨
時
行
政
改
革

推
進
審
議
会
は
、
審
議
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
答
申
を

公
表
し
、
そ
の
中
で
林
政
の
お
り
方
に
つ
い
て
も
一
定

の
方
向
づ
け
を
お
こ
な
っ
た
。
し
か
し
、
と
く
に
国
有

林
野
事
業
に
つ
い
て
そ
こ
で
示
さ
れ
た
方
針
は
、
わ
れ

わ
れ
の
み
る
と
こ
ろ
、
国
有
林
問
題
に
つ
い
て
本
質
を

完
全
に
見
誤
っ
て
お
り
、
国
民
的
要
請
に
応
え
え
な
い

ば
か
り
で
な
く
、
国
有
林
の
荒
廃
を

】
層
深
め
、
そ
の

果
た
す
べ
き
機
能
を
麻
痺
さ
せ
る
お
そ
れ
の
大
き
い
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
錯
誤
を

『

指

摘
し

つ
つ
、
国
民
的
立
場

か
ら
み

た
国
有

林
対
策
の

あ

り
方

に
つ
い
て
提
言
を

お
こ

な
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
っ

た
。爾

来

‘
一〇
年

近
い
歳
月

が
経
過
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、

不

幸
に
し

て
わ
れ
わ
れ
の
当
時
の
危
惧
は

、
ま
す

ま
す

は

っ
き
り

と
現

実
に
な

っ
て
き
た
。
森

林

の
荒
廃
は

一

層
深
ま
り

、
多

く
の
山
村

は
今

や
過

疎
化
を
通
り
越
し

て
無
人
化

の
段
階

に
入
り

つ

つ
あ
る
。
そ

し
て
国
有
林

経
営
は
再
建
ど
こ

ろ
の
話

で
は
な
く
、
崩

壊
寸
前

の
と

こ
ろ

に
追

い
つ
め
ら
れ

て
い
る
。
そ

の
た
め
奥
山
の
国

有
林
は
乱
伐

さ
れ

た
ま
ま

で
再

造
林

が
ほ
と
ん
ど
放
棄

さ
れ
、
里

近
い
と
こ
ろ
で
は
林
地

そ
の
も
の
か
開
発
の

名

の
も
と
に
乱
売
さ
れ

る
ば
か
り

で
な
く
、
土

砂
ま
で

が
切

り
売
り
さ
れ
、
国

民
の
貴
重
な
財

産
が
大

規
模

に

失

な
わ
れ

つ
つ
あ

る
。
わ

れ
わ
れ
は

、
さ

き
の
提
案
が

政
府

を
は
じ
め
世
論
に
よ

っ
て
も
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
、

国
民

の
損

失
と
不
幸
と
が
こ
こ
ま
で
拡
大

さ
れ

て
き
た

こ
と

に
た
い
し
痛
恨
の
思
い
を
禁
じ
え
な

い
。

こ

う
し
た
事
態
に
た
い
し
て
、
林

野
庁
を
中
心

と
し

て
政
府

も
、
さ

す
が
に
国
有
林
対
策
を
再
検
討
し

、
そ

の
抜
本
的

改
訂
を
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
て
き

た
。

目
下
林
政
審

議
会
が
中

心
と
な

っ
て
あ
ら
た
め
て
国
有

林
対
策

の
検
討

が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
も

ち
ろ

ん
一
面

で
は
現
内
閣

の
一
枚
看
板

と
な
っ

て
い
る
行

財

政
改
革
の
一
環
と
し

て
.
国有

林
経
営
の
あ
り
方
を
明

確

に
す
る
必
要

が
あ

る
た
め
で
あ
る
が
、
同

時

に
国
有
林

が
も
は
や
一
刻

の
猶
予

も
許
さ
れ
な

い
ほ
ど

の
危
機

に

直
面

し
て
い

る
こ
と

が
認
識
さ
れ

た
た
め
で
も
あ

る
と

み

て
い
い
。

こ

の
政
府
の
検
討

の
結
果
と
し

て
ど
う
い
う
新
対

策

が
打

ち
出
さ
れ

る
の
か
は
、
目
下

の
と
こ
ろ
不

確
定

で

あ
る
。
し

か
し

さ
ま
ざ
ま
の
形

で
洩
れ
て
く

る
総
理
以

下

の
政

府
首
脳
の
意
見

、
各
界

に
お
け

る
さ
ま
ざ
ま

の

発
言

、
ジ

ャ

ー
ナ
リ

ズ
ム
に
現
わ
れ

る
「
世

論
」
の

動

向
な

ど
を
み

る
と
、
い

ぜ
ん
と
し
て
七
年

前
に
わ
れ
わ

れ

の
提
起

し
た
見
解

が
理
解

さ
れ
て

お
ら
ず
、
見

当
ち

が
い

の
対

策
が
討
議

さ
れ

て
い

る
と

い
う
感
じ
を
強
く

も

た
ざ
る
を
え
な
い

。
そ
し
て
こ
の
ま

ま
で
事
態
が
進

展
す
れ

ば
、
国

有
林
の
み
か
わ
か
国
の
森

林
全
体
が
は

か
り
知
れ

な
い
打
撃
を
受
け
、
国

民
生
活

そ
の
も
の
が

お
び
や
か

さ
れ

る
に
い
た

る
と
い
う
憂
い
を
払
拭

す
る

こ

と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

そ
こ

で
、
以
下

あ
え
て
重
複
を

い
と
わ

ず
以
前

の
提

言

の
要

点
を
再
録
し

、
ま

た
そ
れ
以

後
の

事
態

の
進
展

を
踏

ま
え

た
若
干

の
新
し
い
観
点
を
加
え

て
、
再
度

提

言
を

お
こ
な

う
こ
と
に
し
た
。

―
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二
 

基
本
的
な
考
え
方

●

剛

森

林
の
現
状

国
有
林

、
民

有
林
を

問
わ
ず
、
わ

が
国

の
森
林

が

現
在
衰
退

・
荒
廃

を
深

め
、
危

機
的
な
状
況

に
陥

つ

て
い

る
こ
と
は
前

述
し

た
。

こ
う
し
た
荒
廃
化

の
要
因

と
し

て
は
、
木

材

輸
入

の
急
増

や
流
通
機
構
、
木

材
加
工
体

制
の
不
整
備
等

か

ら
く
る
国

産
材
産
地

価
格
の
低
迷

と
い
っ
た
共
通

の
問
題
も

あ
る
か
、
直

接

の
原
因

は
国
有

林
と
民
有

林
と
で
多
少
異

な

っ
て
い

る
。

民
有
林

に
お

い
て
は
、
林

業
労

働
力
の

絶
対

的
不

足

と
高
齢
化
に
加
え

て
長
期

に
わ
た

る
木
材
価
格

の

低
迷

か
多

く
の
林
家

の
経

営
意
欲

の
喪
失

を
招
き

、

施
業

の
粗
放
化

や
放
棄

を
も
た
ら
し

て
い
る
こ

と

が

主
因

で
あ

る
。
そ

の
曹
景

に
は
、
山
貝

社
会
の
衰
退
・

崩
壊
か
基
底
要
因

と
し

て
か
か
わ

っ
て

お
り

、
林

業

労
働
力
の
絶
対
的

不
足
や

高
齢
化
も
そ
れ

に
起
因

し

て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き

る
。

一
方

、
国

有
林

に
お
い
て
は

、
従

来
、
財

政
収
支

均
衡

の
回
復

を
中
心

に
置
い
た
施

策
が
強
行
さ
れ
、

経
営

の
「
効

率
化
」
、
「
合
理
化
」
の

み
が
一
面

的

に

追
求

さ
れ

て
き
た
こ
と

が
最
大
の
要
因

と
な
っ
て
い

る
Oこ

の
よ
う
な
状
況

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
国

有
林

の

経

営
と
く
に
木
材
生

産

に
か
か
わ
る
部
分

(
種
苗

生

産
、
造

林
、
下

刈

り
、
除

伐

、
枝

打
ち
、
間

伐

、
伐

木

、
搬
出

な
ど

)
を

い
ま
以
上

に
民
間

事
癡

に
委

ね

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
国

有
林
野

事
案

の
縮
小

に
よ

る

「
合

理
化
」
と

国
有
林
の
「
再

建
」
を

図

ろ

う
と
す

る
考
え
方

が
政
府
筋
を
は
じ
め
財
界
、
言

論
界

、
一

般
世
論

に
も
い
ぜ
ん
と
し
て
強
く
残
存
し
て
い

る
こ

と
は
、
わ

れ
わ
れ
に
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ

る
。

も
と
も
と
、
森

林
は
後
述
す
る
よ
う
に
多
く
の
公
共

財
と
し

て

の
機
能
を

も

っ
て

お
り

、
木

材
生

産

の

「
効

率
性
」
の

観
点
の
み

で
は
律

し

え

な
い
存

在

で

あ

る
。
主
と
し
て
奥
山
に
分
布
す

る
国
有
林

の
場
合

は
、
こ

れ
ら
の
機
能
が
と
く

に
大
き
い
か
、
事

業
縮

小

に
よ

る
「
効

率
性

」
の

追
求
は
そ
の
機
能
を
害
わ

ず
に
は
す
ま
な
い
。
し

か
も
現

在
の
よ
う
に
す
で
に

民

営
事
業
と
し

て
の
林
業
経
営

が
ほ
と
ん
ど
存
続
し

う
る
力
を
失

な
っ
て
い

る
時

に
、
条
件

が
一
層
不
利

な
国
有
林

の
経
営
を
「
民

営
化
」
す

る
と

い
っ
て
み

た
と
こ
ろ
で
、
そ

も
そ
も
受
皿

が
な
い
こ
と
は
今
や

明
々
白

々
た

る
事
実
で
あ
る
。
強

い
て
そ
れ
を
す
す

め
れ
ば
、
優

良
林
の
み
が
一
部
の
民
間
企
業
に

つ
ま

み
食
い
さ
れ
て
掠
奪
経
営

と
な
る
反

面
、
残

さ
れ
た

国

有
林
の
経

営
は

I
層
困
難

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し

て
結
果
に
お
い
て
は
過
去
二
〇
余

年
に
わ
た
り
、

国
有
林

野
事
業

の
「
経

営
改

善
」
の

名

の
も
と
に
強

行

さ
れ

て
き

た
「
民

営
化
」
―
直

営
直

傭
か

ら
民

間

請
負
へ
の
切
り
替
え
か
、
国

有
林

の
荒
廃
を

急
激

に
拡
大
し
て
き
た
と
い
う
事
態
を
全
面

的
に
拡
大
・

深

化
し
、
森

林
の
も
つ
諸
機
能

に
取

り
返
し

の

つ
か

な
い
打
撃
を
与
え

る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

今

わ
れ
わ
れ

が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

右

の
政
府
等
の
考
え
方
と
は
正
反

対
の
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
民

間
が
す
で
に
正

常
な
林
業
活
動
を
継

続
し
民
有
林
を
維
持
・
保

全
し
て
い
く
力
を
大
部
分

喪
失
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
国
が
そ
の
持
て
る

人
材
、
技
術
力
、
装
備
等
を
活
用
し
て
肩
代
り
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
正
常
な
林
業
活

勵
を
お
こ
な
い
森
林
の
活
力
を
維
持
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
民
間
の
林
業
と
い
う
産
業
・
経
済
活
動
を
保

護
し
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

後
述
す
る
よ
う
な
森
林
の
も
っ
多
面
的
な
公
共
財
と

し
て
の
機
能
を
維
持
し
強
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
土
を
保
全
し
、
国
民
生
活

を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
国
の
責
務
で
あ
る
以
上
、
こ

の
こ
と
の
必
要
性
は
何
人
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
い
わ
ば
、
民
有
林
の
「
国
営
化
」
(
国
有
化
で

は
な
い
)
こ
そ
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
林
政
の
課
題

な
の
で
あ
る
。

現
在
で
も
、
国
有
・
民
有
の
差
を
越
え
て
流
域
ご

と
に
森
林
計
画
を
定
め
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
施
業

を
お
こ
な
う
べ
き
こ
と
か
法
定
さ
れ
て
い
る
。
現
状

で
は
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
国
が
と
る
以
外
に
な

い
の
で
あ
り
、
政
府
か
そ
の
責
任
を
曖
昧
に
す
る
こ

と
は
そ
も
そ
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

閙

森
林
の
機
能

周
知
の
よ
う
に
一
般
に
森
林
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
多

面
的
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
①
永
資
源
や
国
土
の
保
全
、
②
多
様
な
生
物

の
種
の
保
存
、
③
二
酸
化
炭
素
量
の
抑
制
、
そ
の
他

大
気
の
浄
化
、
④
国
民
の
精
神
的
、
肉
体
的
健
全
性

の
維
持
、
⑤
教
育
的
機
能
、
⑥
林
産
物
の
生
産
、
⑦

山
村
社
会
の
維
持

(
伝
統
的
文
化
の
維
持
を
含
め
て
)

が
こ
れ
で
あ
る
。
か
つ
て
は
こ
の
う
ち
「
⑥
林
産
物

の
生
産
」
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
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に
地
球

的
規
模

で
の
森

林
の
減
少
・
消

滅
を

考
え

る

な

ら
ば
、
日

本

に
お

い
て
今
後
と
も

で
き

る
だ
け
多

く

の
木
材
生

産
を
し

て
い
く
こ
と
も
必
要

で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま

で
も
な
い

。
し

か
し
今
日
で
は

そ
れ
以

外
の
諸
機
能
か

大
い
に
重
視

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
て
い

る
。
そ

の
こ
と

は
、
地

球
的
規
模
に
お

け

る
環
境
問
題

の
重
大

化
、
過

度

の
都
市
化

に
と
も

な

っ
て
深
刻

さ
を
ま
し

て
い

る
国
民

の
肉
体

的
・
精

神
的
障

害
の
増
大
や
教

育
の
荒
廃
な
ど
を
考

え
た
だ

け
で
も
明

ら
か
で
あ

る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
機
能
は
、

今
後
わ

が
国

の
良
好
な
生

活
環
境
を
維
持
・
増

進
し

社
会
経

済
の
健

全
な
発
展
を
図

る
上

で
、
ま

す

ま
す

重
要
性
を
大

き

く
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

か

つ
て
林

産
物
市
況

が
好
況

に
推
移
し
て
い
た
と

き
に
は
、
正

常

な
林
業

活
動

の
継

続
を

通
じ
て
、
他

の
諸
機
能
も

お

の
ず
か
ら
維
持

さ
れ
る
と
い
う
調
和

が
ほ
ぽ
成
り
立

っ
て
い
た
。
い

わ

ば
林

産
物

の
生
産

に
よ
っ
て
え

ら
れ
た
経
済

剰
余
が

、
そ
れ
自

体
と
し

て
は
経
済
的
利
益

を
生

ま
な
い
公
共
財

の
供

給
の
コ

ス
ト
を
負
担
し

て
き
た

わ
け

で
あ

る
。
し

か
し
林
業

が
経
済

的
に
採

算
性
を
失

っ
た
現

状
で
は
、
こ

の
公

共
財

の
供

給
の
コ

ス
ト
は
別

途
に
社
会
的

に
負
担

さ

れ
な
け
れ

ば
な

ら
な
く
な

っ
て
い
る
。
国

有
林
対

策

も
含
め

て
、
政

府
と

く

に
林

政
当

局
は
、
こ

の
自
明

の
理
を
正

確
に
認
識
す

る
と
と

も
に
、
国

民
的
合
意

を
形
成
す

る
努
力
を
尽
す

責

務
を

負
っ
て
い

る
の
で

あ
る
。

な
お
、
念

の
た
め
付
言
し

て
お
け

ば
、
こ

の
よ
う

な
公

共
財

と
し

て
の
機

能
を
十

全

に
果
す
よ

う
に
森

林
を
活
力

の
あ

る
健

全
な
状
態

に
維

持
す

る
と
い
う

^
ヽ
0

こ
と
は

、
け

っ
し

て
森
林
を
放

置
し
野
生

の
ま
ま

に

し

て
お
け

ば
達
成

で
き

る
と

い
う
よ

う
な
も

の
で
は

な
い

。
こ
う
し
た
誤
解

が
一
部

に
は
根
強
く
残
っ
て

針
で
あ
っ
て
、
森
林
を
機
能
的
に
区
分
し
、
森
林
の
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諸
機
能
を
別
箇
に
担
当
さ
せ
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の

で
は
な
い
。

い
る
よ
う
で
あ
る
か
、
わ
か
国
の
よ
う
に
、
長
年
森
 

’
圜

国
有
林
野
事
業
再
建
の
基
本
的
方
向

林

に
人

手
が
加
え

ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、

森
林

の
四

割
余
を
占

め
る
人
工
林
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、

天
然
林

の
大
部
分
を
占
め

る
二
次
林

に
つ
い

て
も
、

適
切
な
森
林
の
利

用
と
適
正
な
管
理
と

が
お
こ
な
わ

れ
な
け
れ
ば
森
林
は
荒
廃

こ
霖
弱
す
る
以

外
‥
に
な
い
。

そ
の
こ
と
は
最
近
の
日
本
の
状
況
を
み
れ
ば
す
ぐ
わ

か
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
国

有
林
に

つ
い
て
も
、
最

近
一
部

で
主
張

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
国

土
保
全
、
自

然
維

持

、
森

林
空
間
利
用

な
ど
の
機
能
を
果
す
べ
き
部
分

は
環
境
庁

な
ど
の
所
管

に
移

し
、
木

材
生
産
主
体

の

森
林

は
「
民

営
化
」
を

図

る
と
い
っ
た
意
見

は
飛

ん

で
も

な
い
誤
解

に
根

ざ
す

も
の
と
い
わ
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
た
し
か

に
種

の
保
存

な
ど
の
た
め
に
い
っ

さ
い
の
施
業
を
排
除
し
、
人

の
立
入
り

を
原

則
と
し

て
禁
止
す

べ
き
森
林
も
あ

る
。
し

か
し
大
部
分

の
森

林

(
民
有
林
も
含
め
て

)
は
適
正
な
施
業

が
お
こ
な

わ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は

じ
め
て
国
土

保
全
、
空

間
利

用
な
ど
の
機
能
を
高
め
う

る
の
で
あ
り
、
他
方
、

木
材
生

産
林
と
い
っ
て
も
、
多

く
の
公
共
財
と
し
て

の
機
能
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
害
わ
な

い
形

で
持

続
的
に
施

業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は

い
う
ま
で
も
な
い
。
現

在
国

有
林
で
お
こ
な
わ
れ

て

い
る
国
土

保
全
林

、
自

然
維
持
林
、
森

林
空
間
利

用
林
、
木

材
生
産
林
と

い
っ
た
機

能
類
型
区

分
は
、

施
業
に
さ
い
し
て
の
重
点

の
置
き
方

に
つ
い
て
の
指

以

上

の
観

点

に
立

て

ば
国

有

林

野

事

業

の

再

建

に

あ

た

っ
て

中

軸

に
お

く

べ
き

事

柄

は

、
つ

ぎ

の

二

つ

に
尽

き

る
と

い

う

こ

と

に
な

る
。
す

な

わ

ち

、

第

一

は

、
森

林

の

有

す

る
公

共

財

と
し

て

の

機

能

の
発

揮

を

最

優

先

課

題

と

す

る

こ

と

で

あ

る

。
国

有

林

は

が

い
し

て

奥
山

に
あ

り

、
環

境

保

全

の

点

で

民

有

林

よ

り

は

る

か

に

重
要

な
意

義

を

も

っ

て

い

る

。

ま

た

、
国

有

な

れ

ば

こ

そ
、
国

民

全
体

の

利

益

に

奉

仕

す

る

こ
と

を

最

優
先

に

す

べ
き

で
あ

る

こ

と

は

い

う

を

ま

た
な

い

。

他

方

国

有

林
蚌
硲
Z
釆
は
、
木

材

生
産

の
役

割
も
も

っ

て

い

る

が
、
そ

の
場

合

に

も

、
そ

れ

は
国

民
生

活

に

と

っ
て

不

可

欠

な
木

材

の

、
長

期

的

な

視

野

に

立

つ

た

計

画

的

、
安

定

的

供

給

を
目

的

と

し

て

お

こ

な

わ

れ

る

べ
き

も

の

で
あ

っ

て

、
目

前

の

収

入

の

確

保

が

目

的

で

は
な

い

。
財

政
上

の
辻

つ
ま

を

合

わ

せ

る

た

め

に

乱

伐

・
過

伐

を

犯

し

た

り

、
施

業

の

手

抜

き

を

お

こ

な

っ
た

り

す

る

こ
と

は
、
こ

の
面

か

ら

も

本

末

顛

倒

と

い

う

し

か

な

い

。
こ

の

際

何

よ

り

も

必

要

な

こ

と

は
以

上

の

よ

う

な

国

民

的

課

題

に
応

え

る

た
め

に

、
整

備

の

行

き

届

い

た

健

全

な

森

林

を

復

興

さ
せ

る

こ

と

で

あ

り

、
国

有

林

野

事

業

再

建

の
方

向

は
、

そ
れ

を

目

指

す

も

の

で

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い

。

第

二

は

、
国

有

林

は

も

と

よ

り

民

有

林

を

も

含

め

て

、
国

民

が

必
要

と

す

る

活

力

あ

る
森

林

づ

く

り

に

た

い

し

て

は

国

が

全
面

的

に

責

任

を

も

つ
こ
と

で

あ
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O

と
は
、
国
有
林
は
「
お
上
」
の
も
の
で
あ
り
、
「
国
 
 

が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
現
状
で
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
山
 
 

民
の
財
産
」
で
は
な
い
と
い
う
伝
統
的
な
古
い
意
識

村
社
会

の
衰
退

の
な
か
で
民
有
林
も
荒
廃
を
深

め
て

い

る
。
こ

れ
を

い
か
に
阻
止
・
回

復
す

る
か
か

、
現

下

の
林
政
の
喫
緊

の
課
題
で
あ

る
。
そ

う
考
え

る
な

ら
ば
、
後

段
で
指
摘
す

る
よ
う
な
各
般
の
施
策
と
と

も
に
、
森

林

の
管

理
経
営
に
か
ん
す
る
具
体
的
活
動

を
み
ず
か
ら
お
こ

な
っ
て
い
る
国

有
林
野
事
業
か
、

単
に
そ
れ
自
身
の
復
興

に
と
ど
ま
ら
ず
、
民

有
林
の

整

備
・
増

強
に

つ
い
て
主
導
す

る
よ

う
な
方

策
を
考

え

る
こ
と

も
必
要

で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

い
い
か
え
れ

ば
、
民

有
林

の
所
有
者
や
労
働
者

と
共

生
す
る
国
有
林

野
事
業
の
確
立
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

三
 
国
有
林
野
事
業
の
在
り
方

問
題
点

右
の
よ
う
な
基
本
的
視
角
に
立
ち
つ
つ
国
有
林
野

事
業
の
現
状
に
つ
い
て
問
題
点
を
簡
単
に
指
摘
す
る

な
ら
ば
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
は
、
国
有
林
野
事
業
の
目
的
が
国
民
的
合
意

に
も
と
づ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

わ
か
国
の
森
林
面
積
の
三
割
に
当
た
る
部
分
の
管
理

経
営
を
お
こ
な
う
国
有
林
野
事
業
に
お
い
て
は
、
国

民
の
負
託
に
応
え
た
運
営
が
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
事
業
の
目
的
は
、
国
民
の
合
意

に
も
と
づ
い
て
明
確
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

丶

0

4

が
残

さ
れ

て
き
た
た
め

で
あ
ろ
う

。
そ
し

て
今
も
そ

の
目
的

が
は

っ
き
り
と
定
め
ら
れ
な

い
ま
ま
で
、
改

革
・
再

建

が
恣
意
的

に
検
討

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
事

業
運
営
か
探
算
性
、
経

済
的
効
率
性

の
み
を
中
心
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ

る
。
こ

の
よ
う
な
指
導
原

理
か
支
配
し
て
い
る
の
は
、

も
と
は
と
い
え
ば
、
国
有

林
野

事
業
特
別
会
計

の
仕

組

み
お
よ
び
運
用

に
、
本
来
森
林
経
営

に
な
じ
ま
な

い
独
立
採

算
原
則
を
誤

っ
て
持
ち
込

ん
だ
せ

い
で
あ

る
が
、
と

く
に
こ
の
会
計

の
赤
字
対

策
と
し
て
、
行

革
審
や
林
政
審
識
会
の
答
申

に
も
と

づ
き

一
九
七
八

年
来
、
組

織
や
事
業
の
縮
小
な
ど

に
よ

る
形
式
的
な

収
支
均
衡
の
回
復
を
最
優
先
課
題
と
す

る
「
改

善
計

画
」
が

四
次

に
わ
た

っ
て
定
め
ら
れ
、
そ

れ
に
も
と

づ
い
て
事
業
か
進
め
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ

う
し
た
改
善
計
画
か
、
一

方
で
は
乱
伐
や

土

地
の
乱
売
な
ど
を
引

き
起
こ
し
、
他

方
で
は
低
コ

ス
ト
経
営

=
手

抜
き
施
業

を
指

向

さ
せ

る
こ
と

と

な
っ
て
き
た
こ
と
は
今

や
明

ら
か
で
あ
る
。
そ

れ
に

よ

っ
て
国
有

林
に
真

に
必
要

と
さ
れ
る
施
業
が
無
視

さ
れ
、
国

有
林
野

事
業
の
基
本

課
題
か
な
い
が
し
ろ

に
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
国
有

林
の
荒
廃

を
招

い
た
の
は
こ

う
し

た
誤
っ
た
採

算
主
義

だ
っ
た

と

い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
さ

ら
に
「
計

画
」
が

完

全
に
破
綻
を
し

た
現
在

に
お
い
て

さ
え

、
政
府
な

ど

が
い
ま

だ
に
経
営
合
理
化
を
通
じ

て
採

算
性
を
回

と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
こ
の
基
本
的
事
項
が
、
法
律
 
 

復
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
有
林
経
営
の
再
建
を
図

等
の
形
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
 
 

ろ
う
と
い
ヴ
考
え
方
に
固
執
し
て
い
る
の
は
理
解
し

第
三
は
、
中
央
集
権
的
な
管
理
運
営
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
体
制
で
は
必
然
的
に
地
域
の
実
情
を
無
視

し
た
画
一
的
な
施
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

し
、
こ
と
な
か
れ
主
義
の
責
任
者
が
主
と
し
て
中
央

に
顔
を
向
け
つ
つ
経
営
に
当
た
る
と
い
う
悪
し
き
官

僚
主
義
を
は
び
こ
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
営
林
署

長
な
ど
の
任
期
か
短
く
、
ろ
く
に
現
場
を
み
な
い
う

ち
に
転
勤
し
て
し
ま
う
と
い
う
実
情
が
そ
れ
を
い
よ

い
よ
は
な
は
だ
し
く
し
て
い
る
。

第
四
は
、
そ
れ
と
関
連
し
て
国
民
の
意
見
や
地
元

の
意
向
が
十
分
に
反
映
さ
れ
な
い
事
業
運
営
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
く
に
最
近
は
森
林
の

保
全
が
国
民
生
活
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
い
る
だ
け
に
国
有
林
野
事
業
の
展
開
に
当

た
っ
て
、
地
元
の
意
向
は
も
と
よ
り
、
国
民
各
層
の

意
見
を
適
切
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
五
に
、
そ
れ
と
と
も
に
山
村
振
興
に
た
い
し
て

十
分
に
機
能
し
な
い
事
業
運
営
と
な
っ
て
い
る
こ
と

も
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
「
合
理
化
」
が
強
行
さ
れ

る
に
っ
れ
て
国
有
林
の
仕
事
が
激
減
し
た
た
め
に
、

国
有
林
経
営
は
地
元
山
村
と
の
関
係
を
い
よ
い
よ
薄

く
し
、
孤
立
を
強
め
て
い
る
。
国
有
林
野
事
業
が
山

村
社
会
の
維
持
発
展
に
十
分
な
寄
与
を
す
る
こ
と
が
、

今
や
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
山
村
を
建
て
な

お
す
上
で
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

第
六
に
、
と
く
に
最
近
で
は
国
有
林
財
政
の
窮
乏

を
反
映
し
て
、
国
有
林
は
、
最
前
線
の
技
術
者
や
技

能
労
働
者
の
多
く
を
失
い
、
ま
た
生
産
手
段
の
老
旧

化
と
荒
廃
と
に
見
ま
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
国
有
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林
の
管
理
体
制
そ
の
も
の
を
最
末
端
か
ら
崩
壊
さ
せ

る
の
み
か
、
長
年
蓄
積
さ
れ
た
管
理
技
術
と
技
能
の

保
全
・
継
承
を
不
可
能
に
さ
せ
て
い
る
。

ぼ

今
後
の
国
有
林
事
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
提
案

こ

こ
で
・
は
わ
れ
わ

れ
は
緊
要
性

が
と

く
に
高
い
と

考
え

る
次
の
三
点
を

提
案
す

る
に
と
ど

め
る
。

第

一
は
、
森

林

の
公

共
財
と
し
て
の
機
能

を
優
先

さ
せ

る
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
国

有
林
野
事
業

の
指
導

原
理
は

、
上

述
の
よ

う
に
本

来
公
益
性

に
あ
り

、
国

民

生
活

に
必
要

と
す

る
木
材
生

産
も
財
政
収
支

の
た

め
の
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
の
だ
が
、
と

く
に

高
齢
化
社
会

に
む
け
て
社
会

資
本

の
整

備
が
必
要

と

さ
れ

る
時
代

だ
け

に
、
こ

の
点
を
強

調
し
て
お

か
な

け

れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
は
、
地

域

に
密
着
し

た
国
有
林

経
営
と
な

る

こ
と
で
あ

る
。
森

林
は
元

来
か

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
単

位

で
有
機
的
な
内
部

連
関
を
も

っ
て
存

在
し
て

い
る

の
で
あ
り
、
国

有

・
民

有
と
い

っ
た
所
有

の
区
別
は

そ
れ
と
は
無
関
係

に
で
き
た
人
為
的
制
度

に
す
ぎ
な

い
。
今

や
そ
う
い

う
区
別

を
超
え
て
地
域

の
森
林

全

体

を
保
全
し
活
性
化
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
森
林
は
、
労

働

と
生

活
の
両
面
で
地
域

の
住
民

と
深

く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ

の
活
性
化

な
し

に
は

山
村

の
振
興
は
あ
り
え
な
い
。
E
U
諸

国

か
最
近
山

村

等
の
定
住
・
振

興
策
を
農
林
政

策
の
中

心
に
お
く

よ

う
に
な
っ
て
い

る
こ

と
も
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。

わ

が
国

の
国

有
林
野

事
業

が
地
域
住
民

の
福
祉
や
地

域
振

興
に
寄
与

す
る
よ

う
な
事
業
運
営
を
目
指

さ
な

け

れ

ば
な
ら
な
い

の
は
当
然

の
こ

と
で
あ

る
。

第
三

は
、
民
有

林
行
政

と
国
有
林
経

営
の
関
係

の
魯

明
確
化
で
あ
る
。
森
林
行
政
全
体
の
立
場
か
ら
は
、

国
土
管
理
、
環
境
政
策
と
の
関
連
を
適
切
に
保
ち
、

国
有
林
野
事
業
も
民
有
林
と
協
同
・
連
携
し
て
行
う

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
に
立
っ
て
、
経
営

の
立
場
で
は
、
上
述
の
理
由
か
ら
①
全
体
計
画
の
枠

組
み
の
な
か
で
分
権
的
経
営
を
推
進
す
る
こ
と
、
②

地
域
性
を
重
視
し
た
経
営
を
お
こ
な
う
こ
と
、
③
流

域
を
単
位
と
し
て
民
有
林
経
営
と
の
協
力
関
係
を
積

極
的
に
強
化
す
る
こ
と
、
の
三
つ
が
重
要
で
あ
る
。

四
 
国
有
林
財
政
の
再
建

今
日

で
は
国
有
林
問
題
と
い

う
と
国
有
林
野
事
業

特

別

会
計
の
恒
常
的
な
赤
字

の
発
生
、
そ

れ

に
も
と
づ
く

三
兆
円
を
超
え

る
累
積
債
務
と
そ

の
と
ど
ま

る
こ
と
の

な
い
増
大
と
い

っ
た
財
政
問
題

に
焦
点
か
絞

ら
れ

る
よ

う
に
な

っ
て
お
り
、
政

府
も
国
有
林

事
業

の
再
建
を
そ

の
財
政
の
健

全
化

に
局
限
し
て
考
え

る
傾
向
を
強
め
て

い

る
。
た
し

か
に
今

日
の
わ
が
国
の
財
政
は
、
中
央

・

地
方

を
通
じ

て
膨
大

な
赤
字
と
債
務
の
累
積
と

に
悩

ん

で
お
り
、
財
政
改

革
が
最
大
の
政
治
課
題
の
ひ
と

つ
に

な

っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
そ

の

一
環
を
な
す
国
有
林
野

事
業
の
財
政
的
破
綻
か
重
視
さ
れ

る
の
は
そ
れ
な
り
の

理
由

の
あ

る
こ
と
と
い

っ
て
い
い
。

し

か
し
、
そ

も
そ
も
財
政
と
い
う
の
は

一
定
の
政

策

を
実
現

す
る
た
め
の
手
段
で
あ

る
。
そ

の
手
段
の
だ

.
め

に
政

策
の
在
り
方

を
左
右
す
る
と
い
う
の
は
ま
さ
に
本

末
顛
倒

で
あ
る
。
国

有
林
財
政
の
再
建

は
、
収
支

の
均

衡
と

か
累
積
債

務
の
処

理
と
か
と
い

っ
た
カ
ネ
勘
定

の

つ
じ

つ
ま
を
合

わ
せ

る
こ

と
で
は
な
く
、
こ

れ
ま
で
の

森
林
荒
廃
を
修
復
し
適
正
な
施
業
を
実
行
す
る
た
め
に

必
要
な
財
政
的
基
礎
を
固
め
る
こ
と
で
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
。
こ
の
理
解
に
立
脚
し
て
財
政
再
建
策
の
基
本
は

以
下
の
よ
う
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

出

新
ら
し
い
特
別
会
計
制
度
の
創
出

国
有
林
野
事
業
に
は
、
右
に
ふ
れ
た
よ
う
な
適
正

な
森
林
経
営
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
特
別

会
計
に
よ
っ
て
経
理
し
、
資
産
管
理
と
経
営
収
支
状

況
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
独

立
採
算
、
単
年
度
収
支
均
衡
と
い
っ
た
事
案
特
別
会

計
の
通
則
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
般
会
計
か

ら
の
必
要
な
繰
入
れ
を
前
提
と
し
つ
つ
長
期
的
な
森

林
計
画
に
対
応
す
る
よ
う
な
新
ら
し
い
会
計
制
度
を

工
夫
す
べ
き
で
あ
る
。

叨

公
益
勘
定
の
設
置

国
有
林
野
事
業
を
特
別
会
計
で
経
理
す
る
と
し
て

も
、
国
有
林
野
事
業
は
公
益
性
を
優
先
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
木
材
販
売
収
入
に
よ
っ
て

事
業
運
営
に
要
す
る
支
出
の
す
べ
て
を
賄
う
こ
と
は

本
来
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
行
の
治
山
勘
定

を
拡
充
し
て
公
益
勘
定

(
仮
称
)
と
し
、
広
く
公
益

性
の
発
揮
に
見
合
う
事
業
の
費
用
を
支
弁
す
る
た
め

に
一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
る
資
金
を
別
途
管
理
す

る
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
繰
り
入
れ
額
は
、
ま
ず
適
正
な
施
業

計
画
を
定
め

(
そ
の
際
国
民
と
く
に
地
元
関
係
者
の

意
見
を
十
分
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
権
能
を
も
っ
た

協
議
会
も
し
く
は
審
議
会
の
議
に
も
と
づ
く
こ
と
を

義
務
づ
け
る
)
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
施
業
を
実
行
す

る
た
め
に
要
す
る
支
出
の
う
ち
、
木
材
販
売
収
入
等
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・

の
事
業
収
入
を

超
え
る
部
分

に
つ
い
て
計
上
す

る
も

の
と
す

る
。
す

な
わ
ち
施
業
計
画
を
基
礎

に
し
て
そ

れ
の
実
現
を
図

る
こ
と
が
国

有
林
財
政
確
立
の
本
旨

で
あ

る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
こ

の
公
益
勘
定
へ

の
繰
入
れ

の
た
め
に
は

相
当

の
財
源

か
必
要

と
な
る
。
そ

れ
を
い

か
に
し

て

調
達
す

る
か
は

、
今
後

の
国

の
財
政
再

建
計
画

の

I

環
と
し
て
考
え
ら
れ
る

べ
き
問
題

で
あ

る
が
、
一

案

と
し

て
水
源

税
、
炭

素
税
な
ど
の
構
想
を
復

活
も
し

く
は
彫
琢
し

、
そ

の
収

入
を
財
源
の
一
部

と
す
る
こ

と
も
考
え

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。
と

い
う

の
は

、
森
林

は
水

資
源

の
保
全
、
大

気
の
浄
化
と
く
に
二

酸
化
炭

素

の
固
定

化
に
重
要
な
役

割
を

果
し
て
お
り
、
そ

う

い
う
公
共
財

の
供

給
に
た
い
し

て
国
民

が
応
分
の
負

担

を
負
う
の
は
当
然

の
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る
。

沺

累
積

債
務
の
処
理
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。

右

に
述

べ
た
財
政
再

建
の
考
え
方

に
立

脚
す
る
な

ら

ば
、
現

在
特

別

会

計
か

抱
え

て
い

る
累

積
債

務

(
約
三

こ

二
兆
円

)
の

処
理

に

つ
い
て

は

、
別

に
然

る

べ
き
臨
時

の
措
置
を
考

え
る

べ
き
で
あ
り

、
こ

の

問
題
を
い

つ
ま
で
も
特
別
会

計
の
内
に
抱
え
て

い
た

の
で
は
、
そ

も

そ
も
財
政

の
再
建

は
望

む

べ
く
も
な

い
。
い

わ
ん
や
現
状

の
よ
う

に
、
債

務
返
済
の
た
め

に
過

伐

を

お
こ

な

っ
た

り

、
林

地

そ

の
他

の
土

地

(
む
ろ

ん
不

要
存
地

は
別

で
あ

る
)
、
土
石

な
ど
を
売

り
払

っ

た
り
す

る
の
は

論
外
で
あ

る
。
政

府

が
国
民

の
安
寧

の

た
め
永
続
的

に
維

持
し
て
い
か
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
財

産
を
恣
意
的

に
処

分
し
、
環

境
破
壊
を

助
長
す

る
な

ど
と
い
う
こ
と

は
と
う
て
い
容
認

で
き

な
い
こ

と
で

あ
る
。

な
お
、
今
日
国
お
よ
び
地
方
団
体
は
数
百
兆
円
の

債
務
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
を
い
か
に
処
理
す
る
か

は
財
政
再
建
に
お
け
る
大
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
林

野
会
計
の
債
務
処
理
も
そ
の
一
環
と
し
て
合
理
的
に

扱
う
べ
き
問
題
で
あ
る
。

五
 
国
民
の
理
解
と
支
援

国
民
か
要
求
し
て

い
る
環
境
効
果
や
地
域
社
会
へ

の

効
果
を
果
た
す
う
え
で
、
国

有
林
の
現

状
は
ま
だ
ま
だ

未

整
備
で
あ
る
。
例

え
ば
こ
れ
ま
で
単
層
林
と
し

て
育

成

さ
れ
て
き
た
人
工

林
は
、
よ

り
高
次
の
環
境
効
果

を

発
揮

す
る
た
め
に
今

後
可
能

な
範
囲

で
異
齢

・
混
交

の

方
向

へ
誘
導
す

る
こ

と
か
望

ま
れ
る
。
ま

た
天
然
林

の

大
部
分
は
、
長

年
後
継
樹

に
た
い
す

る
施
業

が
放
置
さ

れ
て
き

た
こ
と
も
あ

っ
て
荒
廃
し

て
い
る
か
ら
、
施

業

に
必
要
な
林
道
や
作
業
道
を
整
備
す

る
必
要

が
あ

る
。

こ
れ
ら
の
森
林
整
備
は
、
現

代

の
国
民
よ
り
も
む
し
ろ

後
代
の
た
め
に
遺
す

べ
き

一
大
事
業
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
国

有
林
は
、
必

要
な
事
業
を
実
施
す

る
た
め
に
必

要

な
投

資
を
続
行
し
、
ま

た
時
と
し
て
は
伐
採
を
手
控

え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
国

民
か
要
求
す

る
上

述

の
よ

う
な
諸
機
能
を

高
度

に
か
つ
き
め
細
か
く
発
揮

す

る
た
め

に
は
、
一

定
水
準

の
要
員

の
配

置
が
不
可
欠

で

あ

る
こ
と
は
い
う
ま

で
も

な
い
こ

と
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
国

有
林

に
お
け

る
財
政
支

出
の
節
約
に
は
限
界

が
あ
り
、
少

な

く
と
も
当
分
の
間

は
単
年
度
収
支
に
お
い
て
も
赤
字
を
余
儀
な
く
さ
れ

る

で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ゆ
え
政
府
は
国
民
に
た
い
し
て
、
こ

の
点
に
か
ん
す
る
十
分
な
理
解
を
求
め
、
そ
の
上
に
立

つ

て
必
要

な
支
援
と
負
担
と
を
要

請
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
な

お
国
民
的
支
援
と
し

て
は
、
上

述
の
税
負
担

に

よ

る
財
政
的
支
援
以
外

に
も
多
様

な
形

態
が
あ

る
。
例

え
ば

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

に
よ
る
労

働
力
の
提
供

、
国

土
保
全
林
や
自
然

保
護
林

の
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ー
ト
ラ
ス
ト

化
な
ど
も
考
え
ら
れ

る
。
い

ず
れ

に
し

て
も
、
国

民
の

幅
広
い
支
持
を
得

る
こ
と
が
目
標

の
達
成

に
と
っ
て
不

可
欠

で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
国

有
林
と
し
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の

立
地

条
件
に
応
じ
て
各
種
の
機
能
を
高
度

か
つ
持

続
的

に
発
揮

す
る
た
め
に
、
流
域

単
位
の
「
森

林

の
流
域

管

理

シ
ス
テ
ム
」
を

定
着

さ
せ

つ
つ
適
切
な
施
業
の
選
択
、

管
理
組
織

を
確
立
し

、
地
元

山
村
や
民
有
林
と

の
協

力

体
制
を
構

築
す

る
こ

と
が
必
要

で
あ
る
。
国

有
林
を
担

う
管

理
者
・
労

働
者

に
た
い
し
て
は
、
そ

の

た
め

の
一

段

の
努
力
を
要

請
す

る
と
と

も
に
、
政

府
と
く

に
財
政

当

局
に
た

い
し

て
も
特
段

の
配
慮

を
要

望
す

る
し
だ

い

で
あ

る
。

一
九
九
七
年

三
月

国
民
森
林
会
議
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・こ の 3ヵ 月

切
り
抜
き
森
林
・
林
政
ジ
ャ
ー
ナ
ル

J

新
聞
・
こ
の
三
ヵ
月

し

1
2
月

[
読
売

]
1
2
月1
1
日-
「
四

全
総
」
路

線
延

長
で
は
困

る

調

和
の
と
れ
た
国
土
づ
く
り
の
た
め
、

国
土

を
ど
の
よ
う

に
利
用
し

、
保

全
し

て
い

く
か

。
そ
の
長
期
的
な
指
針

と
な

る
の
が
、
全
国

総
合
開
発
計
画

(
全
総
)

だ

。一
九
六
二

年
に
始
ま

っ
た

一
全
総

か

ら
現

行

の
四

全
総

ま
で
は
、
右

肩
上

が

り
の
経
済
成
長
を
前
提

と
し
て

、
開
発

優
先
路
線
を
走

っ
て
き
た
。
そ
の
結

果
、

社
会
資
本
か
整
備

さ
れ
た
反
面

、
開
発

に
伴

っ
て
自
然

が
破
壊

さ
れ
、
東

京

一

極
集
中

が
進
ん
だ
こ
と
は
否

定
で
き
な

丶

0

4

そ
う
し
た
内
外
の
情
勢
変
化
を
踏
ま

え
て
、
新
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

新
し
い
全
総
づ
く
り
を
検
討
中
の
国

土
審
議
会
計
画
部
会
が
、
二
〇
一
〇
年

を
最
終
年
度
と
す
る
中
間
的
な
報
告
を

発
表
し
た
。

「
経
済
的
な
豊
か
さ
と
精
神
的
な
豊

か
さ
」
の
両
立
に
向
け
、
東
京
と
福
岡

を
結
ぶ
現
在
の
国
土
軸

(
太
平
洋
ベ
ル

ト
地
帯
)
の
ほ
か
に
、
三
つ
の
新
国
土

軸
を
形
成
し
て
「
多

軸
型
に
転
換
し
、

国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
」
-
。

こ
れ
が
ニ

ー
世
紀
を
見
通
し
た
新
計
画

の
「
望
ま
し
い
国
土
構
造
」
と
い
う
。

国
土
審
議
会
は
新
計
画
の
審
議
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
た
際
、
「
従
来
の
全
総
計

い
ま
日
本
は
、
高
齢
化
の
進
行
、
経

画
の
単
な
る
継
続
で
は
な
い
、
新
し
い

済
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
の
加
速
と
産
業

理
念
に
基
づ
い
た
国
土
計
画
」
を
目
標

の
空
洞
化
の
動
き
、
自
然
と
の
共
生
へ
 
に
掲
げ
、
私
た
ち
も
、
そ
の
認
識
を
評

の
要
請
、
高
度
情
報
化
の
進
展
な
ど
、
価

し
た
。
だ
が
、
報
告
を
み
る
と
、
当

こ
れ
ま
で
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
時
代

初
の
意
気
込
み
に
反
し
て
、
従
来
の
開

を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
政
治
、
経
済
、
社

会
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
、
改
革
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

発
優
先
の
考
え
方
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て

い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

新
し
い
全
総
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、

乕
じ

全
国

画
一
的

な
計
画

で
は
な

く
、
そ

れ

ぞ
れ
の
地
域

の
多
様

性
を
認
め

、
特
色

を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
え

る

こ
と
だ

。
そ
れ
を
て
こ

に
、
隣

接
す

る

市
町
村

な
ど
が
交
流

し

、
連
携

の
輪
を

拡
げ
て
い
け

ば
い
い

。

原

点
に
戻

っ
て
、
自
然
に
や

さ
し
く
、

行
財

政
改
革

に
も
貢
献

す
る
新

し
い

全

総
を
策
定
し

て
も

ら
い
た
い

。
開
発
偏

重
主
義

の
修
正
を

、
言
葉

だ
け

に
終

わ

ら
せ
て
は
な

る
ま
い
。

[
日
農
]
1
2
月1
5
日-
”
森

の
恩

恵
”

国
民

が
負
担

森
林
・
林

業
の
中
期
政

策
を
検
討

し

て
い

る
自
民
党
林

政

調
査
会

は

、
「
水

源
税
」
な

ど
国

民

に
広
く
負
担
を
求

め

る
方
策
を
研
究
す

る
方
針
を
十
四
日

ま

で

に
固
め
た
。
森

林
の
倔
土
・
環

境
保

全
機
能
を
維
持

す
る

に
は

、
そ

の
恩
恵

を
受
け
る
側
の
負
担

が
必
要
と

の
認
識

で
、
今

後
、
専
門

家
な
ど
か
ら
意
見
聴

取

し

、
具
体
的

な
手
法
を
詰
め

る
。

森
林
管
理

の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、

首
相
の
諮
問
機

関
で
あ

る
林
政
審
議
会

の
森
林
・
林
業
基

本
問
題
部
会
か
一
年

0

程
度
か
け

、
国
有
林
野

事
業
の
抜
本
改

善
な
ど
新
た
な
政
策
方
同
を
ま
と
め
る
。

自
民

党
は
こ
う
し
た
動
き

と
歩
調
を
合

わ
せ
る
形

で

、
受
益
者
負

担
や
財
政
支

援
の
あ
り
方
を
検
討
す

る
。
同

調
査
会

内
に
は
「
過

疎
化
や
高
齢

化

が
進
む
農

山
村
側

だ
け
で
、
森

林
管
理

を
担
う
の

は
限
界

」
と

し
て
、
な

ん

ら
か
の
国
民

負
担

が
必
要

と
の
認
識
が
強

い
。
た
だ
、

「
水

源
税

」
は

過
去

に
浮
上
し

な
が
ら

も
、
「
時
期
尚
早

」
と

日

の
目

を
見

な

か
っ
た
経

緯

が
あ
る

。

[
日
経
]
1
2
月2
5
日-
国

有
林
野

事
業

利
子
返
済

猶
予
を
決
定

政
府

は
二

十
四

日

、
国
有
林
野

事
業

の
一
部
返
済

猶
予

を
決
定
し

た
。
同

事

業
は
木
材

販
売
の
低
迷
で
赤
字
が
拡
大
、

累
積
債

務
は
三
兆

三
千

億
円

に
達

し

、

経
営

が
事
実
上

破
た
ん
し

て
お
り

、
九

七

年
度
予

算
の
政
府
案
で
当
面

の
金
利

負
担
を
軽

く
す
る
緊
急
避
難
措
置
を
と

る
。
し
か
し
巨
額

の
累
積
債
務
の
返
済

の
め
ど
は
立

た
ず
、
構

造
的
な
赤
字
体

質

か
ら
の
脱
却

に
向
け

た
抜
本

策
は
先

送
り
さ
れ

た
。

政
府

が
決
め
た
国

有
林

野
事
業
の
再

建

策
は
①

財
投
か
ら

の
新

規
借
入

金
の

一
部

(
約
一
千

五
百

億
円

)
の
利

子
の

返
済
を
五

年
間
猶
予

す
る
②
新
規
借
入

金
の

う
ち

I
〇
〇
億

円

の
元
本

は
十
年

後

に
一
括

償
還
す

る
③
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
金

を
四
十
七

億
円
増

の
三
百
十
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六
億
円

に
す
る

I
の

三

つ

。

財
投

へ
の
利

子

返
済

は
五

年

の
間

、

年
四
十
六
億
円

減
り

、
百
億
円
分

は
元

本
償
還
か
十
年
先
に
な
る

。
一
般
会
計

か
ら
の
利
子

補
給
も
増

す
内
容
だ

。

国
有
林
野

事
業

は
、
木
材

の
販
売
収

入

で
森
林
を
管
理
す

る
仕
組
み

。
七
〇

年
代
か
ら
木
材
輸
入

が
本
格
化

し

、
国

有
林

の
木

材
収
入

は
減
少

。
収
入
不

足

を
一
般
会
計

か
ら
の
繰
り
入
れ

、
財

政

投
融
資
か

ら
の
借
金

で
補
っ
て

き
た
。

最

終
的

に
決

ま
っ
た
利
子

返
済

の
猶

予

策
は
、
繰

り
上

げ
返
済

を
認
め

た
く

な
い
大

蔵
省
と

、
当
面

の
金
利

負
担
を

減
ら
し

た
い
農
林
水
産
省

の
妥
協

の
産

物

だ

っ
た
。

問
題

は
累
積
債
務
の
返
済
方

法
と
毎

年

の
事
業
赤

字

が
一
千
億
円

を
越
す
経

営
構

造

で
あ
る

。
政

府

は
二

十

五

日

、

国
有
林

野

事
業
見

直
し
を
協
議

す
る
経

済
閣
僚

会
議

の
設
置
を
決
め

る
。
藤

本

農
相

は
「
九

八

年
度
予
算
編
成
ま
で
に
、

政
府

が
一
体
と

な
っ
て
解

決
策
を

つ
く

る
」
と

話

す

が
、
解
決

策
は
そ
う

簡
単

で
は
な

い
。

1
月

[
日
農
]
1
月

2
1
日-
豊

か
な
山

村
実

現

へ
地

方
議
員
旗
揚

げ

森
林

・
林

業

の
活
性
化

と
豊

か
な
山

村
を

め
ざ
そ
う
と

、
森
林

・
林

業

・
林

産
業
活
性

化
促
進
地
方
議
員
連

盟

全
国

連
絡
会
議

(
林
活
地
方
議
連

)
の
結
成

総
会

が
二
十
日
、
東

京
・
赤

坂
の
三
会

堂

ビ
ル
で
開
か
れ
た
。
全
国

か
ら
地
方

議
員
連
盟
代
表
な
ど
三
百

五
十
人

が
参

加

、
会

長
に
結
成
準
備
委

員
会
代
表

の

北
里

達
之

助
熊
本
県
議
会
議
員
を
選
び
、

山
村

と
都
市
住
民

が
一
体

と
な
っ
た
森

林
育
成

・
管
理
を
推

進
し

、
全
国
民
的

運
動

で
豊
か
な
山
村
実
現
を
誓

っ
た
。

林
活
地
方
議
連
は

、
平
成
七
年
十
一

月

に
九
州
地
区
の
県
、
市

町
村
議
会
議

員
が
集
ま
っ
て
、
地
方
議
囂

墻
盟
の
ネ
ッ

ト

ワ
ー
ク
を
組
織
し

た

の

が
始

ま
り

。

そ
の
後
、
全
国

の
都
道
府
県
議
会
へ
結

成

を
呼
び
か
け

、
全
国
連

絡
会
議
結
成

総
会

に
こ

ぎ
つ
け

た
。

参
加
し

た
の
は
北
海

道
、
青
森

な
ど

三
十

道
県

。
議
員
連
盟

の
準
備
を
し

て

い

る
の
は
干
葉

、
神
奈
川
な
ど
十
府
県
。

森
林
機
能
の
大
き
な
受
益
地

で
あ

る
下

流
域
大
都
市
の
参
加
が
不
可
欠
と
し
て
、

東
京
な
ど
六
都
県
に
も
結
成
・
参

加
を

呼
び
か
け
て
い
る
。
ま

た

、
地
方
議
員

連

盟
は
都
道
府
県
議

会
議
員
で
構
成
す

る
が
、
地
方

に
よ
っ
て
は
市
町
村
議
会

の
議
員

も
参
加

、
全
国

で
三
百
七

十
三

市
町
村
議
会

で
議
連

が
結

成
さ
れ
て
い

る
。

[
朝
日

]
1
月

2
4
日-
サ

ッ
ブ
ス
ギ
に

溝
腐
れ
病

桂
材
な
ど

に
使
わ
れ

る
千
葉
県
特

産

の

サ

ン
ブ

ス
ギ
に

、
幹

を

腐

ら

せ

る

「
溝

腐
れ
病
」
の

被
害

が
目
立

ち
始

め

た
。
こ

こ
数
年

で
急
速
に
広
が
り

、
原

因

は
林
業

の
不
振

か
ら
森
林
管
理

が
手

薄

に
な
っ
た
た
め

と

の
見

方

も

あ

る

。

県

は
伐
採
な

ど
の
防
止
対

策
を
新
年
度

か
ら
本
格
化

さ
せ

る
が
、
環

境
整

備
に

よ

る
住
民
と
森
と

の
触
れ
合

い
促
進
も

打
ち
出
し
た

。
「
緑
は
県
民

の
共

有

財

産
」
と

し
て
、
森

林
保
全

に
住
民

ら
の

協
力
も
仰
ぎ
た
い
考
え
だ

。

溝
腐
れ
病
の
病
原

菌
は
「
チ

ャ
ア
ナ

タ
ケ
モ
ド
キ
」
と

い
わ
れ
る
キ

ノ
コ

の

仲
間

。
胞
子

が
枯

れ
枝

な
ど
に
付
着
す

る
と
菌
糸
か
幹
内

に
侵
入

し
、
腐

っ
て

溝
状

の
く
ぽ
み

が
で
き
る
。
品

質
低
下

の
ほ
か
、
風
雪
で
幹

が
折

れ
る
被
害
も

で
る
と

い
う

。

[
日
経

]
1
月

2
5
日-
国
有
林

野
見

直

し

一
般
会
計
で
運
営

林
政
審
議
会
は
森
林
・
林

業
基

本
問

題
部
会
を
開
き
、
国

有
林
野

の
見

直
し

を
議
論
し
た
。
国

有
林
野
事
業

が
水

資

源
の
保
護
・
育

成
や
国

土
の
保

全
と
い

う
公

益
的
な
機

能
を
も

っ
て
い

る
点

を

指
摘
し
、
「
(
独立

採
算
の

)
特
別
会
計

で
は
な
く
、
一

般
会
計
で
や
る
べ
き
だ
」

と
、
財
政

資
金

に
よ
る
事
業
運
営
を
求

め
る
意
見

が
多

か
っ
た
。

ま
た
、
国
有
林
野

事
業

の
業
務
の

一

部
を

都
道
府
県

に
委
託
し

、
経

営
を
立

て
直
す
案
も
出
た

。
林
野
庁

が
所
管
す

る
理
由
を
明
確

に
す

べ
き

だ
と
の
意
見

も
あ

っ
た

。
林
政
審
議

会
は
二
月
以
降

も
議
論
を
継
続
し

、
八
月

ま

で
に
中
間

報
告
を
ま
と
め

る
。

[
日
経
一

1
月

3
0
日卜
木
材

生

産
林

も

赤
字林

野
庁
の
調
査
に
よ

る
と

、
国
有
林

野
の
う
ち
木
材
の
生
産
・
販

売
を
主
体

と
す
る
「
木

材
生
産
林
」
が

九
六

年
三

月
期

で
二

百
十
七

億
円
の
経
営
赤
字

に

な
っ
た
。
木

材
輸
入

の
増
加
を
背
景

に

価
格

が
低

迷
し
た
り
伐
採
量

が
減
少
し

た
こ

と
な
ど
か
主
因

だ
。
政

府
・
自

民

党
内

に
は
国

有
林
の
一
部
を
民
営
化
し

て
事
業

を
立

て
直
す
案
も
浮
上
し

て
い

る
が
、
最

も
採
算
が
よ
い
と
さ
れ

て
い

た
木
材
生

産
林
も
採

算
が
合
わ
ず

、
民

営
化

の
論
議

に
影

響
を
与
え
そ
う
だ

。

林
野
庁

が
ま
と
め

た
の
は
国

有
林
の

機
能
類
型
別

の
収
支

。
国

有
林
を
機
能

別
に
災
害
防
止

な
ど

の
機
能

を
持
つ
国

土

保
全
林

(
百
四

十

一
万

ヘ

ク
タ

ー

ル
)
、
動
植
物

の
保
護

の

た
め

の
自

然

維
持
林

(
百
四

十
万

ヘ

ク

タ

ー
ル

)
、

文
化
施

設
な
ど
の
森
林
空
間
林

(
六
十

三
万

ヘ

ク

タ

ー
ル

)
、
木

材

生

産
林

(
四
百
十
五
万

ヘ

ク
タ

ー
ル

)
に

分
類

し

て
い
る
。

木
材
生

産
林
は
九
六

年
三
月
に

、
木

材
収
入
や
土

地
売
却
で
一
千
二
百
四
十

四
億
円

の
収
入

心
ど
が
あ
っ
た
。
た
だ
、

造
林
や
育
林

費

(
八
百
三

十
一
億
円

)
、

生
産
・
販

売

費

(
四
百
九
十
四

億
円

)
、

1･
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人
件

費
な
ど
管
理

費

(
三
百

二

十
三

億
円

)
な

ど
の
支
出

が
か
さ
み

、
収
入

を
上
回

っ
た

。
木
材
生

産
林

の
財
政
投

融

資

か
ら
の
借
入

金
の
返
済
額

を
仮

に

ゼ

ロ
に
軽

減
し

て
も

、
一
般
会
計

か
ら

の
繰
り
入

れ
と
財
投

か
ら

の
借
入
金

が

な
け
れ

ば
、
七
百
六
十
八

億
円

の
赤
字

に
な
る

。
こ

の
た
め
民

営
化
し

て
も
財

政
負

担
が
必
要

だ
と

の
見

方

が
多
い

。

木

材
生
産
林

の

I
ヘ
ク
タ
ー
ル
当

た

り
赤

字
額
は
五
千
二
百
円

、
そ
の
他

の

国
有
林

の

I
ヘ
ク
タ
ー
ル
当

た
り
の
赤

字
額

は
国

土
保

全
林

が
九

千
五

十

円

、

自
然
維
持

林
六
千
七
百
円

、
森

林
空
間

林
七
千
四
百

円
と
な

っ
た
。

2
月

[
日
経

]
2
月

6
日
-
国

有

林
野
事
業

見

直
し

民

営
化

に
採

算
の
壁

国

有
林

野
事
業
の
再
建
を

め
ぐ

る
林

政

審
議
会

の
論
議
か
二
月
中
旬

か
ら
本

格

化
す

る
。
焦

点
は
三
兆
三
千
三
百

億

円

に
の

ぼ
る
累
積
債
務
問
題
泡

、
森

林

や
水

資
源

の
確
保
な
ど
公
益
機
能

の
維

持

の
両

立
だ

が
、
事
業
採
算

に
回
復

の

め
ど

が
な
い
な
か
で
、
林

政
審
議
会
委

員
や
労

組

か
ら
は
財
政
負
担
増
を
求
め

る
声

が
強

ま

っ
て
い
る

。
し
か
し
、
財

政
再

建

に
逆
行

す
る
と

の
批
判

が
出

る

の
も

確
実

で
、
再

建
案

の
策
定
は
難
航

必
至
と

い
え
そ
う
だ
。

「
緊

縮
財
政
措

置

と
財

政
投

融

資

の

金
利

減
免
で
過

去

の
債

務
を

減
ら
し

、

一

般
会
計

で
事
業

を
運

営

す

べ

き

だ

I
。
国

有
林
野

事
業

の
職

員

で
構

成

す
る
全
林
野
労
働

組
合
は
近
く
、
国

有

林

野
の
累
積
債

務
を
す
べ
て
財
政
負
担

で
解
消
す
る
内
容

の
「
再

建
案
」
を

ま

と
め
る
方
針

だ
。

全

林
野
労

組

の
吾
妻

実

書
記

長

は

「
国

有
林

野

事
業

は

『
第

二

の

国

鉄

』

と
言
わ
れ
る
が
、
国

鉄
と
は
事
情
が
違

う
」
と
力
説

、
「
鉄
道
は

事
業

と
し

て

成

り
立

っ
て
い
る
が
、
民
間

の
森
林
経

営

は
ほ
と
ん
ど
が
赤
字

。
民

営
化
し
て

も
採

算
が
合

わ
な
い
は
ず
だ
」
と

主
張

す
る
。

民
間

の
林
業
経
営

は
、
木
材

の
輸
入

増

と
価
格
低
迷

で
年
々
悪

化
し
て
い
る
。

総

務
庁

の
調
査

で
は
、
九
五

年
の
林
業

就
業
者
数

は
八
万

五
千
人

と
六

五
年
の

三
分

の
一
に
減
っ
た
。

国
有
林
野

事
業

も
事

情
は
同

じ

だ

。

木
材
価
格

の
低
迷

と

バ
ブ
ル
崩
壊
の
影

響
で
、
木
材
販

売
と
林

野
売
却
の
い
わ

ゆ
る
「
自

己
収
入
」
が

借
入

金
の
返
済

に
及

ば
な
い
と

い
う
状
況

に
追
い
込
ま

れ
て
い

る
林
野
庁

は

、
七
八
年
当
時
六

万

五
千
人

だ
っ
た
職

員
を
九
六

年
三
月

ま
で

に
一
万
七
千
人

に
減
ら
し

た

。
二

〇
〇
〇
年

に
は

一
万
人

に
削

減
す

る
方

針

だ
が
、
借
金
体
質

か
ら
抜
け
出
す

の

は
困
難
と
み
ら
れ

る
。

林
野
庁
の
試
算
に
よ

る
と

、
国
有
林

鳬

の
な
か
で
最

も
採

算
が
良

い
と
さ
れ
る

「
木
材
生

産
林
」
で

す
ら
九

五
年

度

の

収
支

は
二
百
十
七

億
円

の
赤
字
。
一

般

会
計

か
ら
の
繰
入

金
を
除
く
と
赤
字
額

は
七
百
六
十

億
円

に
膨
ら
む
。
国

土
保

全
な
ど
他

の
国

有
林
は
森
林
伐
採
に
制

限
が
あ
る
た
め
、
経

宮
は
さ
ら
に
厳
し

い
状
況

に
あ
る
。

王
子
製
紙

の
甘
利
敬
正
専

務
は
「
気

候

、
地
形

か
ら
見

て
日
本
は
東
南
ア

ジ

ア
や
北
米

に
比

べ
て
木
材
生
産
に
と
っ

て
圧
倒
的

に
不
利

」
だ

と
話
す
。
国

有

林
の
一
部

を
民
間

企
業
が
買
収
す
る
と

し
て
も
「
採

算
に
見

合
う
の
は
ご
く
わ

ず
か
だ
ろ

う
」
と

み
て
お
り
、
民

営
化

に
よ

る
再
建

は
難

し
い
と
の
判

断
だ

。

こ
う
し

た
事
情
を
背
景
に

、
林
政
審

議
会

の
森
林

・
林

業
基
本
問
題
部
会
で

は
財
政
負
担

論
が
支
配
的

に
な
り

つ
つ

あ
る
。
}
月

下

旬
の
部
会
で
は
「
国

有

林
の
公
益

的
な
役
割
は
金
額

に
し
て
十

兆
円
以
上

に
な
る
」
「
(
独
立

採

算

の
)

特
別
会
計

で
運
営
す
る
必
要

が
あ

る
の

か
」
な

ど
、
一

般
会
計

に
よ

る
財
政
負

担
増
を
主
張

す

る
意
見

が
相
次
い
だ

。

九
七
年

度
予

算
の
政
府
原

案
で
国

有

林
野
事
業

の
新

規
借
入
金

の
一
部
利
払

い
を
五
年
間

猶
予

す

る
こ
と

に
な
っ
た

が
、
九
八
年
度
予

算
編
成
ま

で
に
抜
本

策
を

つ
く

る
こ

と

が
条
件

に
な

っ
て
お

り

、
林
野
庁

は
林

政
審

議
会
の
報
告
を

も
と

に
八
月
ま

で

に
抜
本

策
を

つ
く

る

方
針
だ
。
し
か
し
、
安
易
な
負
担
増
に

は
国
民
の
反
発
が
必
至
な
だ
け
に
再
建

案
の
行
方
は
全
く
見
え
な
い
の
が
現
状

だ
。
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・

国
民
森
林
会
議
第
一
五
回
総
会
議
案

総
会
次
第

一
、
開
会
の
こ
と
ば

二
、
議
長
選
出

一

一

一

丶

四

丶

会
長
あ
い
さ
つ

議
案
の
提
案
・
討

議

剛
経
過
と
方
針
の
提
案

②
提
言
の
提
案

圓
決
算
報
告
と
予
算
案
提
案

朏
監
査
報
告

朏
討
論

㈲
役
員
改
選

五

丶

ノ 丶

丶

会
員
の
意
見
交
換

閉
会
の
こ
と
ば

活
動
の
経
過
報
告

1
、
提

言
委
員
会
の
活
動

剛

第

1
4
回総

会
で
確
認
し
た
テ
ー
マ
「
山
村
問
題
」

の
第

2
年
次

の
課
題
に
基

づ
き

4
回
の
討
議
を
行

い

、
「
自
然
活
用
型
総
合

産
業
の

創
造
を

め

ざ
し

て
」
を

ま
と
め

、
「
国
民
と
森

林
」
6
0
号
に
発

表

し
ま
し
た

。

叨

引

き
続
き

、
「
山
村

問
題
」
の

第

3
年

次

の
課

題
と
し
て
「
山

村
問
題
と

都
市
と

の
か

か

わ
り
」

に
つ
い
て
、
1
月

よ
り
検
討
を
始
め
て
お
り
、
4

~
5
月

を
メ
ド
に
ま
と
め
る
予
定

と
な
っ
て
い
ま

す

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

即

行
財
政
改
革

が
叫

ば
れ
る
中

、
国
有
林
野

事
業

の
再

建
を
め
ぐ

っ
て
多

く
の
議

論
が
さ
れ

て
い
ま

す

が
、
国
民

森
林
会
議

と
し

て
緊
急

に
提
言
す

る

必
要

か
あ

る
と
判
断
し

、
大
内
会
長
を
主
査
と
し

て
1
1
(
月
か
ら

4
回
の
討
議
を

行
い

、
「
再
度
・
国

民

の
た
め

の
国
有
林
再

建
を
」
を

ま

と
め

、
「
国

民
と
森
林
」
6
0
号
に
発
表
し

ま
し

た
。

(
提
言
委
員

)
大
内
力

、
半
田

良
一

、
岡

和
夫

、

萩
野
俊
雄

、
熊
崎
実

、
内
山
節

2
、
北

海
道
林
業
視
察

北
海

道
在
住
の
会
員
と
の
交
流
も
兼
ね
、
北

海
道

兪

一
九
九
七
年
三
月
二
二
日

東
京
・
本

郷
・
学
士
会
分
館

の
森
林
と
林
業
の
視
察
を
実
施
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
大
内
会
長
他
6
名
、
北
海
道
在
住
会
員

8
名視

察
の
報
告
は
「
国
民
と
森
林
J
5
8
号に
木
村
武

氏

(
評
議
委
員
)
に
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

3
、
公
開
講
座

今
年
度
は
、
「
木
材
の
流
通
・
加
工
・
消

費
」
を

基
本
テ
ー
マ
に
5
回
実
施
し
ま
し
た
。

参
加
者
が
固
定
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
す
が
、

参
加
呼
び
か
け
に
つ
い
て
工
夫
し
て
行
く
こ
と
が
必

要
と
考
え
ま
す
。

第
1
回
公
開
講
座

4
月
1
3
日
(
土
)

日
本
の
海
外
林
業
協
力
の
現
状

後
藤
 

健

(
林
野
庁
海
外
林
業
協
力

室
課
長
補
佐
)

第
2
回
公
開
講
座
 
6
月
8
日

(
土
)

木
造
住
宅
産
業
を
巡
る
動
向
と
展
望

高
木

任
之

(
(
株)
日
本
木
造
住
宅

産
業
協
会
専
務
理
事
)

第
3
回
公
開
講
座

9
月
1
4
日
(
土
)

紙
原
料
と
し
て
の
古
紙

大
居

政
彦

(
日
本
製
紙
連
合
会
パ
ル

プ
・
古
紙
部
長
)

第
4
回
公
開
講
座

1
2
月1
4
日(
土
)

木
材
流
通
の
現
状
と
課
題
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小
林

俊
三

(
日
綿
株
式
会
社
・
木
材

本
部

長
)

第

5
回
公
開
講
座

2
月

8
日

(
土
)

名
古
屋
木
材
工
業

の
現
状
と
課
題

木
方

洋
二

(
名
古
屋
大
学
名
誉
范

歿
)

4
、
出

版

活
動

「
国

民

と
森
林
」
の

刊

行
以

外

あ
り

ま

せ
ん

で
し

た

。

5
、
組

織
の
動

き

3
月

1
日

現
在

の
会
員
数

は
、
通
常

会
良
一
五
一

名
、
購

読
会

員
四
七
名

、
団

体
十
二
団

体
と
な
っ
て

お
り
、
前

年
同

期

で
通
常

会
員

5
名

、
購
読

会
員
一

名

の
増

と
な
り

ま
し

た

。

な
お
、
大

内
会
長
他
幹

事

の
皆

さ

ん

の
強
力

で

、

会
員

の
拡

大

に
努
め

て
い
ま
す

。

総
会

・
評

議
委
員
会
・
幹

事
会

は
次

の
通
り
開
催

し
ま
し

た
。

・
第

6
9
回幹

事
会

3
月

9
日

学
士

会
分
館

議
題第

1
4
回総
会

の
役

割
分
担

当
日

、
第

1
4
回総
会

を
開
催

・
第

7
0
回幹
事
会

4
月

1
3
日

全
林

野
会
館

議
題新

年
度

の
具
体
的
活

動
計
画

に
つ
い
て

「
国

民
と
森
林

」
5
7
号
(
夏
季

)
の

編

集
企

画

に
つ
い

て

・
第

7
1
回幹
事
会

6
月

8
日

全
林
野
会
館

議
題北

海
道
森
林
視

察

の
具
体

化
に

つ
い

て

「
国

民
と
森
林

」
5
8
号
(
秋
季

)
の

編
集

企
`
、

画
に

つ
い
て

・
第

7
2
回幹
事
会

9
月

1
4
日

全
林
野
会
館

議
題9

7
年度
事
業
計
画

に
つ
い
て
、
1
5
周年
記
念

行
事
な
ど

「
国

民

と
森
林
」
5
9
号
(
新
年

)
の
編
集
企

画

に
つ
い
て

・
第

7
3
回幹
事
会

1
2
月1
4
日

全
林

野
会
館

議
題次

期
役
員
問
題
に
つ
い
て

来
年
度
事
業
計
画

に
つ
い
て

「
国

民
と
森
林
」
6
0
号
(
春
季

)
の

編

集
企

画

に
つ
い
て

1
5
周年
記

念
行

事
に
つ
い
て

・
評

議
委
員
会

2
月

8
日
 

学
士

会
分
館

一
九
九
七
年
度
の
活
動
計
画

1
、
提
言
委
員
会
と
提
言
の
国
民
運
動

「
山
村
問
題
」
の
第
2
年
次
の
課
題
に
基
づ
き
ま

と
め
た
「
自
然
活
用
型
総
合
産
業
の
創
造
を
め
ざ
し

て
」
を
広
く
国
民
に
訴
え
る
と
と
も
に
国
有
林
の
再

建
論
議
に
併
せ
緊
急
に
ま
と
め
た
「
再
度
・
国
民
の

た
め
の
国
有
林
再
建
を
」
を
関
係
省
庁
に
提
出
し
ま

す
。提

言
委
員
会
は
引
き
続
き
「
山
村
問
題
」
の
第
3

年
次
の
課
題
と
し
て
、
既
に
検
討
に
入
っ
て
い
る

「
山
村
問
題
と
都
市
の
か
か
わ
り
」
に

つ
い
て
提
言

を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

2
、
公
開
講
座

今
年
度
の
テ
ー
マ
を
「
現
代
の
都
市
問
題
を
再
検
 

4
4

証
す
る
I
都
市
論
と
農
山
村
論
の
統
一
を
求
め
て
」

と
し
、
次
の
日
程
で
予
定
し
ま
す
。
会
場
は
原
則
と

し
て
学
士
会
分
館
と
し
ま
す
。

・
4
月
1
2
日(
土
)
1
0
時3
0
分よ
り

テ
ー
マ
 
「
新
し
い
都
市
論

!
山
村
と
の
垣

根
を
こ
え
て
1
」

講
師

本
間
義
人

(
九
州
大
学
教
授
)

・
6
月
1
4
日
(
土
)
1
0
時3
0
分よ
り

テ
ー
マ
 
「
ド

ン
グ
リ
銀
行
と
都
市
市
民
」

講
師

松
下
芳
樹

(
香
川
県
林
政
課
)

・
9
月
1
3
日(
士
)
1
0
時3
0
分よ
り

テ
ー
マ
 
「
イ

ギ
リ
ス
の
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

制
度
」

講
師

耋
松
敏
則

(
九
州
芸
術
工
科
大
教
授
)

・
1
2
月1
3
日(
土
)
1
0
時3
0
分よ
り

テ
ー
マ
 
「
群
馬
県
か
ら
み
た
利
根
川
流
域
社

会
」

講
師

大
松
稔

(
群
馬
県
林
務
部
林
政
課
流
域

管
理
室
長
)

3
、
評
議
委
員
会

・
2
月
1
4
日(
土
)
1
3
時よ
り

学
士
会
分
館

(
予

定
)

当
日
、
記
念
講
演
を
予
定

1
4
時よ
り

テ
ー
マ
 
「
「
本
物
の
山
村
」
づ

く
り
が
も
た

ら
し
た
宮
崎
市
民
と
の
交
流
」

講
師

郷
田

実

(
宮
崎
県
綾
町
前
町
長
)

4
、
幹
事
会
の
定
例
開
催

公
開
講
座
の
当
日
お
よ
び
評
議
員
会
当
日

5
、
「
国
民
と
森
林
」
詰
の
充
実



巻
頭

論
文
、
連

載
物

、
公

開
講
座
の
記
録

、
切
り

抜

き
帳
等

を
中
心
と
し

ま
す

か
、
国
民
森
林
会
議

の

活
動
と
関
係

の
深
い
各
種
文
献
な
ど

に
つ
い
て
の
紹

介

、
及

び
会
員
の
投
稿

を
呼
び
か
け
ま
す
。

各
号
の
原

稿
締
め
切

り
と
発
行
予
定

を
以
下

の
と

お
り
と
し
ま
す

の
で
、
会
員
及

び
読
者

各
位

の
投
稿

を

お
願

い
し
ま
す

。

6
1
号
(
夏
季
)
 
原

稿
締
め
切

り

(
5
月
末

)

発
刊
予

定
 

(
7
月
1
日

)

6
2
号
(
秋
季

)
 
原

稿

締
め
切
り

(
8
月
末

)

発
刊
予

定
 
 

(
1
0
月1
日

)

6
3
号
(
新
春

)
 
原

稿
締

め
切
り

(
1
1
1
1
月

1
日

)

発
刊
予

定
 
 

(
1
月
1
日

)

6
4
号
(
春
季

)
 
原

稿
締

め
切
り

(
1
月
末

)

発
刊
予
定
 
 

(
3
月
1
日

)

6
、
出

版
活
動

丿
国
民
森

林
会
議

の
重
要

な
任

務
と
し

て
今

日
ま
で

に
発
表
し

た
「
提

言
」
を

本

に
ま
と
め
出
版
し

ま
す
。

7
、
定

点

調
査

引
き

続
き
幹
事
会

で
検
討

を
深

め
ま
す

。

8
、
会

員
及

び
読
者
の
拡
大

と
財
政
の
確
立

通
常
会
員
及

び
購
読
会
員
と
も

に
ほ
ぼ
変
動

が
な

く
、
会

費
収
入

は
固
定

化
し
て
い
ま
す
か

、
各
種

の

経

費
増

に
よ
り

、
国
民
森
林

会
議
の
財
政
は
苦
し

く

な

っ
て
い
ま
す

。

各
会
員

の
拡

大
に
向
け
積
極
的

な
努
力
を
行
う
こ

と

に
し

ま
す

。

9
、
共

催

・
後

援

の
行
事

森
林

フ

ォ
ー
ラ

ム
の
行

事
を
後
援
し
ま
す

。

.
八

ヶ
岳
自
然

と
森
の
学
校

の
計
画

に

つ
い

て
引

き

続
き
共
催
し

ま
す

。

な
お
、
1
0
周年
記
念
行
事
を
現
地

で
行
い
ま
す

。

1
0
、
会
員
の
交
流
機
会
の
創
設

関
東
近
県
の
森
林
視
察
と
会
員

の
交

流
を
計
画
し

ま
す

。

複
数
会
員
の
い
る
地
域

で
の
自
主
的
交
流

を
呼

び

か
け

て
い
き
ま
す

。

〈
資

料

1
〉

森

林

フ

ォ

ー
ラ

ム

の

活

動

報

告

真
鶴
フ
ォ
ー
ラ
ム

5
月
1
9
日(
日
)
 
実
行
委
員

柴
田
敏
隆
さ
ん

真
鶴
半
島
の
巨
木
の
く
す
の
森
を
訪
ね
る
。

参
加
者

三
二
名

上
野
村
フ
ォ
ー
ラ
ム

7
月
2
6
日~
2
8
日
実
行
委
員

内
山

節
さ
ん

群
馬
県
上
野
村
を
訪
れ
、
村
人
の
交
流
、
じ
ゃ
が
い

も
掘
り
、
山
の
手
入
れ
、
散
策
な
ど
行
っ
た
。

参
加
者

四
一
名

草
津
フ
ォ
ー
ラ
ム

9
月
1
4
日~
1
5
日
実
行
委
員

柴
田
敏
隆
さ
ん

群
馬
県
草
津
白
根
山
か
ら
浅
間
山
ろ
く
周
辺
を
散
策

し
、
帰
り
に
は
軽
井
沢
の
星
野
温
泉
野
鳥
の
森
を
訪

れ
た
。

参
加
者

二
五
名

下
北
フ
ォ
ー
ラ
ム

1
0
月1
0
日~
1
2
日
実
行
委
員

内
山

節
さ
ん

青
森
県
下
北
半
島
方
面
を
訪
ね
、
三
内
丸
山
遺
跡
、

下
北
・
青
森
ヒ
バ
林
を
散
策
し
た
。
ま
た
、
佐
井
村

で
は
地
域
の
人
達
と
交
流
し
た

。
オ

プ
シ
ョ
ン
で
北

海

道
に
わ
た
り
苫
小

牧
・
北
大
演
習
林

散
策
や
旭
岳

登
山
を
行
っ
た
。

参
加
者

二
五
名

フ

ォ
ー
フ
ム
サ

ロ
ッ

1
0
月1
9
日

講

師

田
中
茂

さ
ん
(
前
岩
干
一
(
掌
教
授

)

テ
ー
マ
 

森
と
海

そ
し

て
魚
付
林

薺

加
者

二
四
名

〈
資

料

2
〉

森

林

フ

ォ

ー
ラ

ム

の

活

動

計

画

(
予
定

)

①
自
主
企
画

水
窪
フ
ォ
ー
フ
ム

2
月
1
5
~
1
6
日静
岡
県
西
部
・
天
竜
川
流
域
の
山

を
訪
れ
る
。

②
上
野
村
フ
ォ
ー
7
ム

7
月
2
5
~
2
7
日

③
自
主
企
画

四
万
十
川
フ
ォ
ー
ラ
ム

9
月
1
2
~
1
5
日

④
野
外
フ
ォ
ー
ラ
ム

1
1
月

○
フ
ォ
ー
ラ
ム
サ
ロ
ン
「
国
有
林
に
つ
い
て
考
え
る
」

前
期①

4
月
1
9
日
(
土
)

4
F
会

議
室

②
5
月

1
7
日
(
土
)

③
6
月

2
1
日
(
土
)

時
~
1
6
時
全
林
野
会
館

XX Xy

yy XX

後
期

に
つ
い

て
は
状
況

に
応
じ

セ
ッ
ト

※
以

上

、
9
7
年の
活
動

に
つ
い
て
は

、
次
号

の

’
一ユ
ー

ス
で
詳
し
く
掲
載
し

ま
す

。
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1996年 度 決 算

自 1996年 1月 1日

至 1996年 12月 3旧

区分 項  目 当初予 算 決算額 予算残 備 考

収

入

会費

購読会費

賛助会費

その他

繰越

730,000

3,174,000

500,000

200,000

1,497,376

500,000

3,158,250

600,000

261,000

1,497,376

△230,000

△15,750

100,000

61,000

0

前年度 未払いを含む

北海道視察、三 重県調 査

前年度未払 いを 含む

計 6,101,376 6,016,626 △84,750

支

出

会報発行 費

資料出版

物品費

通信費

人件費

事務所費

資料 購入 費

印 刷費

総会費

評議員会 費

幹事会 費

調査・活 動費

提言委員 会

定点調 査

公開講 座

教育森 林助成

調査予 備費

団 体加 盟費

予備 費

2,100,000

100,000

100,000

500,000

240,000

240,000

100,000

50,000

350,000

300,000

350,000

1,250,000

500,000

100,000

300,000

100,000

250,000

50,000

371,376

2,992,105

0

0

184,714

60,000

300,000

0

94,677

214,997

77,200

369,250

2,478,976

(328,500)

(  O)

,(275,350)

(100,000)

1,775,126

100,000

35,823

△892,105

100,000

100,000

315,286

180,000

△60,000

100,000

△44,677

135,003

222,800

△19,250

△1,228,976

(171,500)

(100,000)

(24,650)

(  O)

(△1,525,126)

△50,000

△335,366

計 6,101,376 6,907,929 △806,553

次年度繰り 越し △891,303

合 計 6,101,376 6,907,929 △806,553

び伺 K

‾冫

……1

.冫

,’

叭

預 金口 座 21,085円 振替口座 50,940円 現 金

843,000円

◇繰 り越し内訳

◇会 費未納額

幹 事 半田 良一 印1997年 3月 日

1997年 3月 日

上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん。

監 査 の 結 果 .適 正 に 処 理 さ れて い るこ と を 証 す る。

へ

監 事 酒井

手 塚

利 勝

伸

印

印
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1997年 度 予  算 (案 )

自 1997年 1月 1月

至 1997年 12月 31日

区分 項 目 前年度 予算 当 年度予算 摘  要

収

入

会     費

購 読 会 費

賛 助 会 費

出 版 物 収 入

未  納  金

そ  の  他

繰     越

730,000

3,174,000

500,000

0

200,000

1,497,376

755,000

3,174,000

500,000

2,400,000

843,000

1,000,000

△891,303

151人

団 体 (12)、個 人 (47)

団 体助成金を 含む

提言集 の発刊

会費 未納 額

出版物 の売上 他

編集、印 刷、発 送費用

提言集の印刷他

関東 の森林現地調 査他

緑 の団体協議会

計 6,101,376 7,780,697

支

出

会 費 発 行 費

資 料 出 版

物  品  費

通  信  費

人  件  費

事 務 所 費

資 料 購 入 費

印  刷  費

総  会  費

評 議 員 会 費

幹 事 会 費

調 査 ・活 動 費

提 言 委 員 会

定 点 調 査

公 開 講 座

教 育 森 林 助 成

調 査 予 備 費

団 体 加 盟 費

小  計

予  備  費

2,100,000

100,000

100,000

500,000

240,000

240,000

100,000

50,000

350,000

300,000

350,000

1,250,000

500,000

100,000

300,000

100,000

250,000

50,000

5,730,000

371,376

2,400,000

700,000

50,000

250,000

50,000

120,000

50,000

100,000

250,000

150,000

350,000

1,200,000

(300,000)

(50,000)

(500,000)

(100,000)

(250,000)

50,000

5,720,000

2,060,697

計 6,101,376 7,780,697
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森
林
の
未
来
を
憂
え
て

国
民
森
林
会
議
設
立
趣
意
書
爿

日
本
の
風
景
の
象
徴
で

あ
る
松
林

が
枯
れ
つ

づ
け
て

い
ま
す
。
近

年
、
台

風
や
豪
雪
で

各
地
の
山
林

が
大
き
な
被
害
を
う
け
ま
L
た
。
ま

た
、

森
林
を
伐
り
す

ぎ
た
た
め
、
水

資
源

の
不
安

が
強
ま
っ
て

い
ま
す
。

一
九
六
〇
年

代
の
高
度

経
済
成
長
の

も
と
で
、
人

び
と
は
農
山
漁
村
か
ら
大
量

に
都
市
へ
流
出
し
ま
し
た
。
ど

く
に
林
業
の
分
野
で

は
、
戦

後

大
規
模

`
に 造

林
を
4
め

た
に

も
か

か
わ
ら
ず
、
そ

の
手
入
れ
は
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て

い
ま
す
。

日
本
の
森
林
は
、
い

ま
病

ん
で

い
ま
す
。
こ

の
ま
ま
で
は
わ

が
S
の

文
化
を
育
ん
で
き
た
森
林
・
山

村
は
さ
ら
に

荒
廃
し
、
そ

の
未
来
は
ま
こ

ど
に
暗

い
と
い
わ
ね

ば
な
り
ま
せ

ん
。

こ
の
よ
う
な
現
実
を
見
す

ご
し
て
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。
い

ま
私
た
ち
は
、
次

の
よ

う
な
課
題
の
解
決
を
迫
ら
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

一
、
二

一
世
紀
初
頭
ま
で
に

は
、
地

球
上
の
森
林
の
二
割

が
失
わ
れ
る
と

い
わ
れ
て

い
ま
す
。
人

顛
に

と
っ
て
重
要
な
機
能
を
も
つ
森
林
に

.
私

た
ち
は
ど
の
よ
う
に
活
力

を
与

え
、
守

り
育
て
て

い
ぐ

べ
き
で
し
ょ
う
か
。

一
、
森

林
は

.
林

業
に
か

か
わ
る

人
び
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
辛
う
じ
て

支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
ま
ま
で
は
、
そ

の
扱

い
手
を
夾
う
日

が

近

い
の
で

は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

一
、
山

村
に
住
み
、
林

業
で
働

い
て

い
る
人
び
と
と
、
都

市
に
住
む
人
た
ち
と
は
ど
の
よ
う
に
手
を
に
ぎ
り
合

え
る
で
し
ょ
う
か
。

一
、
い

ま
み
ら
れ
る
民
有
林

や
国
有
林

の
危
機
的
状
態
は

.
ど

の
よ
う
に
し
て

克
服
す

る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

か
。

一
、
い

ま
.
わ

が
S
は

、
木

材
需
要
の

七
割
を
外
材
に
依
存
し
て
い
ま
す

。
森

林
資
源

の
枯
渇
す
る
中
で
、
開

発
途
上
国
の
森
林
に
ど
の
よ
う
に

か
か
お
る
べ
き
で
し
ょ
う

か
。

こ
の
よ
う
な
森
林
を
め
ぐ

る
諸
問
題

の
解
決
は
、
決

し
て

林
業
関
係
者
だ
け
に
ゆ
だ

ね
て
お
く
べ
き
で
は
お
り
ま
せ
ん
。
美

し
い
国
土
と
縁
を

子
孫
に
残
す

た
め
に
、
日

本

の
森
林
は

ど
う
あ
る
べ
き

か
、
い

ま
こ
そ
S
民

的
合
意
を
高
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
以

上
の
よ
う
な
国
民
的
立
場
か
ら

.
将

来
の
森
林
や
林
業
、
山

村
の
あ
り
方
を
方

向
づ
け
、
提

言

と
し
て
ま
と
め
、
そ

の
実
現
を

期
し
た

い
と
思

い
ま
す
。
こ

の
た

め
に
は
、
広

い
視
野

と
長

期
の
展
望
に
基
づ
い
た
英

知
の

広
範
な
桔
集

が
ぜ
ひ

必
要
で
す
。

そ
こ
で
『
国

民
森
林
会
議
』
を

設
立
し
、
広

く
国
民
・
政

府
に
訴
え
る
こ
と
を
決

意
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
多

く

の
方

々
の
ご
賛
同

と
ご
加
入

を
望
ん
で
や
ま
な

い
次
第
で
す
。

一
九
(
二

早
一
月

九
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乂
 
 
 
 
 
 

一

‘
・

弋 ｼ

呎 、
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