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東
山
魁
夷
画
伯
を
悼
む

国
民
森
林
会
議
の
顧
問
と
し
て
創
立
以
来
長

年
に
わ
た
り
ご
支
援
を
賜
わ
っ
た
東
山
魁
夷
画

伯
は
、
去
る
五
月
六
日
長
逝
さ
れ
た
。
九
〇
歳

と
い
う
ご
高
齢
で
あ
り
、
天
寿
を
完
う
さ
れ
た

と
申
し
あ
げ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
比
較

的
最
近
ま
で
画
業
に
精
進
さ
れ
名
作
を
発
表
さ

れ
て
い
た
だ
け
に
、
も
は
や
新
作
に
接
し
て
新

し
い
画
想
の
展
開
に
深
い
感
銘
を
受
け
る
と
い

う
楽
し
み
が
永
久
に
失
わ
れ
た
と
い
う
無
念
さ

は
計
り
し
れ
な
い
。

戦
後
の
日
本
の
画
壇
に
画
伯
が
吹
き
込
ま
れ

た
清
新
な
画
風
、
「
国
民
の
風
景
画
」
と
呼
ば∩

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
日
本
の
景
観
と
く
に
森

林
の
幽
玄
な
美
に
国
民
の
目
を
開
か
せ
た
画
業

な
ど
に
つ
い
て
蕪
辞
を
つ
ら
ね
る
こ
と
は
、
門

外
漢
の
私
に
と
っ
て
は
鳥
滸
の
沙
汰
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
画
伯
が
国
民
森
林
会
議
の
た
め
に

尽
し
て
下
さ
っ
た
ご
厚
宜
に
つ
い
て
記
し
、
追

悼
の
辞
と
す
る
こ
と
に
限
り
た
い
。

東
山
画
伯
は
国
民
森
林
会
議
設
立
の
趣
旨
に

深
い
ご
理
解
を
示
さ
れ
、
当

初
か
ら
顧
問
を
お

引
き
受
け
下
さ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
画
業
に
専
念

し
て
お
ら
れ
た
か
ら
、
森
林
会
議
の
活
動
に
参

加
さ
れ
た
り
提
言
な
ど
に
意
見
を
お
寄
せ
に
な

る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
運
動
の
一
助

に
な
れ
ば
と
い
う
お
志
か
ら
で
あ
ろ
う
、
お
手

元
に
残
さ
れ
て
い
た
ご
自
身
の
絵
の
中
か
ら
然

る
べ
き
も
の
を
選
ん
で
、
『
国
民
と
森
林
』
誌

の
表
紙
を
飾
る
原
画
と
し
て
提
供
し
て
下

さ
っ

た
。
爾
来
二
〇
年

近
く
、
会
員
諸
氏
が
よ
く
ご

承
知
の
よ
う
に
『
国

民
と
森
林
』
は

、
こ
の
種

の
雑
誌
に
は
他
に
例
の
な
い
よ
う
な
美
し
い
表

会

長

大

内

カ

紙
を
備
え
て
異
彩
を
は
な
っ
て
き
た
の
だ
が
、

こ
れ
こ
そ
画
伯
が
わ
れ
わ
れ
に
下
さ
っ
た
最
大

の
贈
物
で
あ
っ
た
。
同
誌
に
ご
寄
稿
頂
い
た
数

多
く
の
執
筆
者
に
た
い
し
て
は
い
さ
さ
か
失
礼

な
い
い
方
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
国
民

と
森
林
』
が
多
く
の
読
者
を
ひ
き
つ
け
、
ま
た

長
い
生
命
を
も
つ
刊
行
物
に
も
な
り
え
た
大
き

な
支
え
は
こ
の
表
紙
画
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

実
を
い
う
と
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら
、
画
伯

か
ら
は
、
高
齢
の
た
め
表
紙
の
原
画
の
提
供
を

つ
づ
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
今
年
一
杯
で
打

ち
切
り
た
い
と
い
う
お
申
し
入
れ
を
受
け
て
い

た
。
そ
の
あ
と
ど
う
す
る
か
を
幹
事
会
で
も
考

え
は
じ
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
今
か
ら

考
え
れ
ば
、
画
伯
は
た
だ
漫
然
と
手
元
に
あ
る

絵
を
提
供
し
て
下
さ
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

『
国
民
と
森
林
』
に
本
当
に
ふ
さ
わ
し
い
絵
を

ご
自
身
の
責
任
で
提
供
し
よ
う
と
考
え
て
い
て

下
さ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
思
い
入
れ
の
深

⑩
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す
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入
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ず
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画
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画
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テ
ー
マ
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の
森
林
の
も
つ
そ
う
い
う
幽

玄
な
美
に
肉
迫
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る

の
は
、
お

そ
ら
く
万
人
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
日
本
の
貴
重
な
森
林
が
衰
退
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荒

廃
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深
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、
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間
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と
に
た
い
す
る
深
い
危
惧
と
憂
慮
、
そ
れ
こ
そ

画
伯
が
わ
れ
わ
れ
の
思
い
に
共
鳴
さ
れ
、
援
助

を
惜
し
ま
れ
な
か
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

残
念
乍
ら
画
伯
と
わ
れ
わ
れ
の
共
通
の
願
い

は
達
成
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
踏

み
に
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
の

時
流
を
変
え
る
べ
く
微
力
を
尽
く
し
て
ゆ
く
こ

と
を
あ
ら
た
め
て
画
伯
の
ご
霊
前
に
誓
う
ゆ
え

ん
で
あ
る
。

一
九
九
九
年
六
月

y 霎 東山 魁夷

青 い 色 調 の多 い 私 の作 品 に異 変 が生 じ た。

紅 に染 ま った夕 空 の下 、逞 し く地 上 か ら

湧 き 立つ よ う な菩 提 樹 並 木 の力 強 い 生 命 感 ｡･

太 陽 はす で に地 平線 に沈 み 、夜 661;61も う

す ぐ下 り る 頃 、一 瞬 の 余 光 が 輝い て 見 え た 。

私 は そ の時 、無 心 に な って 絵 筆 を 走 らせ て

い た こ と を 覚 え て い る

表
紙
の
言
葉

目次 題字 隅 谷三 喜男
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野
生
生
物
と
の
共
存
を
考
え
る

シ
カ

と

サ

ル

が
増

え

て

農

林

業

被

害

が
大

き

く

な

っ

た

の

で

、
有

害

鳥

獣

駆

除

を

も

っ

と

安

易

に

し

ろ

と

言

う

農

林

佐
訟
腎
貝
の
圧

力
で

ス
タ
ー

ト

し

た
鳥

獣

保
護

法

改

正
案
が
今
国
会
を
通
過
し
た
。
鳥
獣
保
護
法
4
大
正
七

年
制
定
の
片
仮
名
交
じ
り
の
狩
猟
法
が
母
体
で
あ
り
、

昭
和
三
八
年
に
保
護
を
組
み
込
ん
だ
と
は
い
え
、
野
生

生
物
保
護
法
の
な
い
中
で
問
題
山
積
み
な
の
だ
が
、
こ

こ
で
は
、
森
林
と
野
生
生
物
の
問
題
を
提
起
し
た
い
。

諸
外
国
の
多
く
の
国
立
公
園
で
は
、
獣
と
の
出
会
い

か
あ
る
の
か
当
然
に
な
っ
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
の
サ
フ
ァ

リ
ー
は
特
別
だ
と
し
て
も
、
リ
ス
が
出
て
き
た
り
、
ク

マ
で
さ
え
観
光
客
の
そ
ぱ
に
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
日

本
の
国
立
公
園
で
動
物
た
ち
と
の
出
会
い
の
少
な
い
の

は
不
思
議
な
こ
と
な
の
に
、
余
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な

い
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
。

最
近
、
小
笠
原
や
高
知
な
ど
で
ホ
エ
ー
ル

ー
ウ
オ
ッ轟

翳

金
 
田

平

チ

ン
ク

が
行

わ

れ

る
よ

う

に
な

っ
て

き

た

。
北

海

道
襟

裳

岬

で

は
、
ゼ

ニ

ガ

タ

ア

ザ
ラ

ジ
を

見

せ

て

い

る

。
イ

ル
カ

も

ダ

イ

ビ

ン
グ

の

流

行

と

共

に

ウ

オ

ッ

チ

ッ

グ

の

対

象

と

な

っ

て

き

た

。
こ

う

し

た
海

の
動

物

た
ち

に
対

す

る

の
と

、
陸

の
動

物

へ

の
人

々
の

思

い

が
違

う

よ

う

に
も

思

え

る

。
野

生

動

物

に

対

し

て

、
一

般

に

は

恐

怖

と
忌

避

が

先

行

し

て

い

る

よ

う

だ

。
一

方

、
映

像

や

檻

に
収

ま

っ
て

い

る
状

況

な

ら

、
異

常

な

ほ

ど

に

愛

着

を

持

つ
。
動

物

園

に
月

曜

病

と

い

う

有

名

な

現

象

が

あ

る

の

だ

が

、
来

園

者

が
動

物

に
餌

を

や

り

た

が

り

「
餌

を

や

ら

な

い

で
下

さ

い
」
と

い

う
警

告

は

無

視

さ

れ

、
休

日

翌

日

に

は
消

化

器

障

害

が
多

発

す

る

の

だ

。
大

体

こ

う

し

た

警

告

は
外

国

で

は
不

要

だ

と

い

う

。
定

着

農

耕

の

日
本

と
牧

畜

の
国

と

の

動

物

観

の
差

だ
と
{
一
一
彩

れ

る

。

さ

て

、
サ

ル

に

つ
い

て

ば
、
高

崎

山

で
学

者

が

研

究

の

た
め

に
餌

付

け

を

し

た

こ

と

が

き

っ

か

け

と

な

っ
て

サ

ル
と

人

が
近

付

き

、
観

光

資

源

と

な

っ

た

。
こ

れ

は

各
地

で
流

行
し

、
あ

ち

こ
ち

に
サ

ル

観

光

の

拠

点

が
出

来

た

。
し

か
し

、
餌

付

け

を

す

る
と

群

が

忽

ち

大

き

く

な

り

、
増

え

た

サ

ル
が

周

辺

で

農

業

被

害

を

起

こ

し

、

問
題
を
起
こ
し

た
。
そ
し

て
サ
ル
観
光
は

鳴
り
を
潜
め

た
。
作

物
の
味
を

覚
え
た
サ
ル
は
穽
易

に
山

に
戻
ら
ず

.

未
だ
に
問
題
を
残
し
て
い

る
地
方
が
多
い
。
給

餌
を
受

け

る
と
群
の
統
率

が
乱

れ
る
こ
と

が
知

ら
れ
て
い
る
。

日
光
や
屋
久
島
で
は

農
業

被
害
と
関

係
な
い
場
所
で
の

サ
ル
の
群

に
、
自

然

の
生

活
を
乱

さ
せ
な
い
た
め
に
餌

や
り
を
禁
じ
て
い

る
の
だ

が
、
観

光
客

の
餌
や
り
は
後

を
絶
た
ず
、
関

係
者
は
大
変

な
苦
労
を
し

て
い
る
。

ク
マ
は
基
本
的

に
は
雑
食
性

で
、
人

を
襲
っ
て
食

べ

る
と
言

う
習
性
は

な
い
。
体

が
大

き
い
か
ら
自
己
防
衛

で
人

が
叩

か
れ
れ

ば
大

怪
我
を
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、

そ
れ

は
余
程

急
な
出
会

い
で
の
こ
と
で
普
通
は

ク
マ
の

方
か
ら
出
会
い
を
避
け

る
。
だ

か
ら
昔
か
ら

ク
マ
の
い

る
と
こ

ろ
で
は
鈴

な
ど
音
の
出
る
も
の
を
身

に
っ
け
て

歩

い
た
り
歌
を
歌
い

な
が
ら
歩

く
と
い
う
対
応
が
あ

っ

た
。
.
しか
し
今
、
奥

山

ま
で
開
発

さ
れ
タ
マ
の
安
住
の

地

が
減
っ
た
こ
と
、
道

路
網

が
奥
山
ま

で
入
り

、
安
易

に
人

が
入
り
込
む
こ
と

で
ト
ラ
ブ

ル
が
増
え
た
。
有

害

鳥
獣
駆
除
、
そ

れ
も
人
身

事
故
防
止

と
言
う
こ
と
で
事

故

の
起

こ
る
前

に
殺

す
こ
と
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
。

命
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「
熊

の
胃
」
が

漢
方

薬
需
要

で
高

価

で
取

り
引

き
さ
れ

る
こ
と

か
ら

(
ン

タ
ー
に
と

っ
て
は
垂
涎
の
塔
細
逕

し
、

予
察
を
含

め
た
有
害
鳥
獣
駆

除
で
事
実
上
猟
期
制
限
か

な

い
の
だ
。

こ

う
し
て
九
州

で
は

絶
滅

、
四

国
で
絶
滅
寸
前

、
中

国
地
方

は
危
機
的
と
い
う
状
況

だ
が
、
北

日
本

で
は
未

だ

に
、
狩

猟
と
有
害
鳥
獣
駆

除
で
殺
し
続
け

て
い
る
。

北
海

道
の
ヒ
グ

マ
に
つ
い
て

も
基

本
的

に
は
同
じ

だ
。

勿

論
こ

う
し
た
状
況
故
に
、
ク

マ
観
光
は
飼
わ
れ
た
形
I

ク
マ
牧

場
で
行
わ
れ

て
い
る
だ
け
だ
。
ア

メ
リ
カ
の
国

立
公
園

で
は
、
こ

こ

は
ク
マ
の
棲
息
領
域
だ

と
い
う
こ

と
を
周

知
さ
せ

る
努
力
を
し

、
利

用
す

る
人

の
側

か
そ

れ
を
意

識
し
慎
重

な
行
動
を
し

ろ
と
し
て

い
る
。
例

え

ば

そ
う
し
た
地
域

で
野
営
す

る
と
き
に
は
、
食

料
を
絶

対

に
ク
マ
に
取
ら
れ
な

い
よ

う
に
枝
か

ら
吊
し

て
空
中

に
確
保
し
ろ
な
ど

、
細

か
い
指
示

を
出
し
で

い
る
。
日

本

で
旅
館
や
山
小
屋

が
残
飯
や
厨
芥
を
放

置
し
て
野
生

生
物

に
人

間

の
食

べ
物

の
味

を
教
え

る
構

造
と
雲
泥
の

差

だ
。

丹

沢
大
山
国
定
公

園
は
首
都
圏
五
〇
キ

ロ
圏

内

に
あ

り
充

分
日
帰
り

で
歩

け
る
と
こ
ろ

で
あ
り
な
が
ら
、
こ

こ

に
は

ク
マ
、
カ

モ
シ
カ
、
シ

カ
、
サ
ル
、
イ

ノ
シ
シ
、

キ
ッ
ネ
、
ム

サ
サ

ビ
と
日
本
産

の
獣

の
殆
ど

が
棲
ん

で

い
る
。
僕

ら
は
こ
れ
こ
そ
自
然
公
園
の
目
玉
だ
と
考
え
、

何

と
か
そ
れ
を

売
り
に
し
た
い
と

考
え
て
き
た

。
し

か

し

、
ク

マ
に
出

会

つ
た
と
い

う
情
報
は
「
あ

ん
な

に
大

勢
の
大

が
入

る
と
こ
ろ

に
い

た
と
は
大
変
だ
」
と

い
う

受

け
止
め

で
、
忽

ち
山
狩
り
を

し
て
撃
ち
殺

さ
れ

る
の

が
常
だ

。
で

、
我

々
は

ク
マ
を
見

た
と

の
情
報

は
仲
間

内
に
留
め

ひ
た
す
ら
隠
す

の
だ
。
と

い

う
状
況

の
中
、

推
定
三
〇
~
四

〇
頭

が
人
を
避
け

な
が
ら
鳴
り
を
潜
め

て
暮

ら
し

て
い
る
。
足

柄
山

の
金
太
郎
は

熊
に
跨
り

お

馬

の
稽
古
を
し

た
と
い
う
。
そ

う
い
う
関
係
を
持

ち
た

い
か

夢
の
ま
た
夢
だ
ろ
う
。

津
軽
海
峡
を

境
に
、
本

州
以
南
は
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
で
、

木

の
実
を
食

べ
蜂
蜜
を
好
み
上

手
に
木

に
登
り
ド
ッ
グ

リ
を
食

べ
る
。
北

海
道
は
ヒ
グ
マ
だ
。
ヒ

グ
マ
は
大
き

い
し
凶

暴
と
言
わ
れ
て
恐
れ
て
き
た
か
、
今

、
北

海
道

で
は
、
ヒ

グ
マ
だ
っ
て
人

と
良

い
付
き
合

い
が
可

能
だ

と
い
う
教

育
宣
伝
に
努
め
て
い
る
。

獣

害

は

な

ぜ
起

る

シ
カ
と
カ
モ

シ
カ
に

つ
い
て
は
、
丹

沢
大
山
で
も
殆

ど
の
入
山
者
は
そ
の
存
在

に
気
付
か
ず
、
我

々
は

昭
和

三
〇
年

代
半
ば
か
ら
そ
れ
を
対
象
と
し
た
観
察
会
を
計

画
す
る
な
ど
を
し
て
き

た
。
し

か
し
、
皆

伐
跡

に
出
来

た
草
地
が

シ
カ
の
絶
好

の
餌
場
と
な

っ
て

シ
カ
が
増
加

し
、
容

易

に
人
々
の

目

に
付

く
よ
う
に
な
っ
た
と
共
に

造
林
木

に
被

害
が
目

立

つ
よ

う
に
な
り
、
シ

カ
柵
が
張

り
巡
ら
れ

る
よ

う
に
な
っ
た
。
植

林
し

て
す

ぐ
の
苗

を

守

る
た
め

に
作

っ
た

シ
カ
柵
は
、
成
木
し

て
も
樹
皮
剥

ぎ
か
ら
守

る
た
め
と
い
う
こ
と
で
張

っ
た
儘

と
さ
れ
、

今
丹
沢

の

シ
カ
柵
は
神
奈
川

県
の
海
岸
線
と
同

じ
長

さ

と
言

わ
れ
る
ほ
ど
に
張

り
巡
ら

さ
れ
た
。

中

腹
の
殆

ど
を
占
め

る
造
林
地

か
ら
閉
め
出

さ
れ

た

シ
カ
は
平

地

に
出

て
農
作
物
を
荒

ら
し
、
自

動
車

事
故

に
遭
い
、
犬

に
追

わ
れ
と
い
っ
た
悲
惨
な
状
況
に
あ
る
。

一
方
、
標

高
の
高

い
と
こ

ろ
に
出

た
シ
カ
は
餌

が
貧
し

く
、
登

山
者

か
ら
菓
子
を
恵

ん
で
貰

う
乞
食
生

活
で
か

ろ
う
じ
て
生
き
延

び
て
い
る
。
ブ

ナ
林

の
林
床

は
シ
カ

も食
害

で
荒
れ
、
ブ

ナ
の
稚
樹
も
食
わ
れ
ブ

ナ
林
も
危

機

的
だ

と
い
う
。
研
究

者
の
報
告
に
よ

る
と

、
ど

れ
も
栄

養
状
態

は
極
度

に
悪

く
飢
餓
寸
前
と

い
う
。

急
傾
斜
地

で
し
か
も
人
件
費

が
高

い
日
本

で
の
林
業

が
、
生

産
性

の
高
い
亜
熱
帯
の
平
地

で
加

え
・
て
人

件
費

が
安
い
国

の
林

業
に
太
刀
打
ち
で
き

な
い
の
は
明
白
で

あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
久
し
い

。
ま

た
、
日

本
の
森

林
は
生
産
林
と
し
て
よ
り

環
境
林

と
考
え
よ

う
と
言

わ

れ
て
い
る
。
昔

か
ら
適
地

適
木

が
言
わ
れ
て
来
た
の
に
、

拡
大
造
林
政
策
の
中

で
無

理
が
出

て
、
シ

カ
が
急
増
し

被
害
を
大
き
く
し

た
と

い
う
悪
循

環
を
作

っ
た
。
北
海

道
で
も
、
キ

タ
キ

ツ
ネ
や
エ
ゾ

シ
カ

が
観
光
客

の
目

に

留
ま

る
よ
う

に
な

っ
た
と
思
っ
た
ら
、
有

害
鳥
獣
駆

除

の
声

が
高
く
な

っ
た
と
い
う
わ
け
だ

。
大

台
ヶ
原

も

シ

カ
が
ゆ
っ
く
り
見
え

る
よ

う
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
今
、

ト

ウ
ヒ
林

が
シ
カ

に
よ

る
樹
皮

剥
ぎ
で
枯
れ
、
こ

こ
で

も

シ
カ
の
増

え
す

ぎ
が
問
題
と
さ
れ
て
い

る
。
日
光

で

は

シ
?
不
ア

オ
イ

の
群

落
が
シ
カ
の
食
害
で
消
失
し

た

と
言
う
し
、
近

年
尾
瀬

ヶ
原

に
シ
カ
が
侵
入
し

た
こ
と

が
問
題
視
さ
れ
て

い
る
。

林

の
下

に
鹿
と

書
く
と
麓
だ
。
犬

に
追
わ
れ
て
急
傾

斜
地
を
逃
げ

た
シ
カ
は
肺
炎
を
起
こ
す

。
積

雪
量
の
多

い
と
こ
ろ
で
は
棲
め
な
い
こ
と
も
解

っ
て
い
る
。
シ

カ

は
元

々
麓

の
草
原

で
栄
え

た
の
だ

ろ
う
。
元

々
の

住
処

で
な
か
っ
た
亜

高
山
帯

で
こ

う
し

た
被
害
を
出
す
と
い

う
の
は
、
も

と
も
と
の
住
処

か
ら
追
い
出
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か

。
低
山

城
の
木

材
生
産
林
の
一
部

を
シ
カ
達
に
返
し
て
や

り
、
シ

カ
を
観
光
資
源
に
す

る

と
言
う
き
り
換
え

が
出

来
な
い
だ
ろ
う
か
。
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狩

猟

は

猟

区

だ

け

で

ア

フ
リ

カ
を
始
め
、
野

生
生

物
を
観
光
資
源
と
し

て

売
り
、
大

と
野
生
生
物

の
共
存

に
成
功
し
て
い

る
例

は

少

な
く
な

い
。
全

て
の
山
林

で
木
材
生
産
を
止
め
よ

う

と
言
う
わ
け

で
は
な
い
。
造

林

地
の
ゾ

ー
ニ
ッ
グ
を
見

直

し
、
獣

の
棲

み
易

い
森
を

確
保
し

て
そ
れ
を
観
光
資

源

に
し
よ
う
と

言
う
形

を
作
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
シ
カ
、

カ
モ

シ
カ
、
ク

マ
が
棲

め
る
自
然
林
な
ら
鳥
も
豊

か
に

棲
め

る
だ
ろ
う
。
サ

ル
、
キ

ッ
ネ
、
リ

ス
、
ム

サ
サ

ビ

も
棲
め
よ

う
。
こ

れ
ら
を
観
察
対
象

と
し
た
観
光
プ

ロ

グ
ラ
ム
も

作
れ

る
だ
ろ
う
。

シ
カ
な

ど

の
天

敵

の
オ
オ
カ
ミ
を
人
間

が
絶
滅
さ
せ

た
今
、
当

然
人

手

に
よ

る

ゴ
ッ

ド
ロ
ー
ル

が
必
要
と
な

ろ
う
。
こ

れ

に
対

し

て
は
状
況

に
よ

っ
て
は
、
ア

メ
リ

カ
の
国
立
公
園

等
で
行

っ
て
い

る
よ

う
な
猟
区

を
設
定

し

て
の
狩
猟
も

考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
現
在
の
法
で
は
、

鳥
獣

保
護
区
や

銃
猟
禁

止
区

を
定

め
、
後

は
原
則
的

に

は
何

処
で
で
も
狩
猟
か
出

来

る
よ

う
に
な

っ
て

い
る
。

し

か
し

、
こ

れ
だ
け
多

く
の
人

が
山

に
は
入

る
現

状
で

は
狩
猟

は
猟
区

で
だ
け

で
行

う
形

が
取

ら
れ

る
方

が
人

の
安

全
面

か
ら
し
て
も
望

ま
し

い
。
猟

区
は
公

設
で
し

か
作
れ
な
い
の
だ
が
、
私

設
の
猟
区

を
設
置
で
き

る
よ

う
法
改
正

を
す

る
事
も
考
え

た
ら
い

い
。

こ
う
し
て
野
生
生
物
を

、
観

光
資
源

と
い
う
森
林
資

源
と
考
え

る
こ

と
で
、
こ

れ
ま
で
の
有

害
鳥
獣
と
い
う

考
え

か
ら
切
り
替

え
る
こ

と
が
、
今

地
球
的

に
求

め
ら

れ

る
大
と
野
生
生
物

と
の
共
存
を
可
能

に
す

る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か

。
(
小
見
出
し
は
編
集
部
で
つ
け
ま
し
た

)
参

か
鈩
黔

智

利

陽

介

丸

ビ

ル

を

支

え

た

丸

太

い

ま
解
体

作
業
中

の
東
京

駅
前

の
丸

ビ
ル
は
、

一
九
二
三

(
大
正
1
2
)
年に
竣
工

し
た
日
本

の
近
代

建

築
を
代
表
す

る
ビ
ル
で
し
た
。
か

つ
て
は
「
こ

の

夏
飲
ま
れ
た

ビ
ー
ル
は
丸

ピ
ル
○
○
○
杯

分
」
と

新

聞
に
引

用
さ
れ
る
ほ
ど
、
親
し
ま
れ
た
も
の
で
し
た
。

こ
の
丸

ピ
ル
解
体
で
、
密

か
に
私

が
心
待
ち

に
し

て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
地
下

一
階

、

地
上

九
階

、
延

床
面
積
六
万
㎡
と

い
う
こ

の
巨
大
な

ビ
ル
を
、
地

中
で
支

え
て
き

た
基
礎
杭

が
ど
ん

な
顔

を

の
ぞ
か
せ
る
か
I
と

い
う
こ
と

で
し
た

。

≒
H
筒

琵
い
斟
暇

わ
れ
た
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
昔
の
落
葉
松
が
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
す
。

落
葉
松
は
長
野
県
が
産
地
で
、
松
本
城
の
基
礎
に

も
使
わ
れ
る
な
ど
、
杭
材
と
し
て
は
優
れ
て
い
た
の

で
、
つ
い
つ
い
丸
ピ
ル
に
も
使
わ
れ
て
い
る
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
違
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
れ
は

丸
ビ
ル
の
設
計
・
施
工
か
ア
メ
リ
カ

ー
シ
カ
ゴ
に
本

社
が
あ
っ
た
フ
ラ
ー
社
に
よ
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。

施
主
の
三
菱
地
所
で
は
、
日
本
最
初
の
大
規
模
貸
ビ

ル
と
な
る
丸
ビ
ル
の
工
期
を
短
縮
す
る
た
め
、
ピ
ル

建
築
の
実
績
の
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
企
業
を
選
び
、
フ

ラ
ー
社
は
日
本
進
出
を
め
ざ
し
て
合
弁
の
フ
ラ
ー
建

築
㈱
を
東
京
に
設
立
し
ま
す

(
大
正
9
年

)
。
そ
こ

が
丸
ピ
ル
を
手
掛
け
、
材
料
の
発
注
も
一
手
に
取
り

仕
切
り
、
ア
メ
リ
カ
の
商
社
か
ら
五

】
四
三
本
の
オ

レ
ゴ
ン
パ
イ
ン
を
輸
入
し
た
の
で
す
。

日
本
は
い
ま

で
こ

そ
消
費
量
の
八

割
を
外
材

に
頼

る

。
輸
入
大
国
”
で

す

が
、
幕
末

の
開
国
以

来
木
材

輸
出
国

で
し
た

。
そ
れ

か
輸
入
国

に
変

わ
る
の
は
大

正

一
〇
年

で
す

(
萩
野

敏
雄

『
日
本
近
代
林

政
の
発

達
過

程
』
)
。
フラ

ー
社

が
設
立
さ
れ

た
年

に
は
木
材

関
税
が
引

き
下

げ
ら
れ

、
翌
年
か
ら

輸
入
国

へ
と
変

わ
る
の
で
す
が
、
丸

ピ
ル
の
基
礎
杭

が
米
材

に
な

っ

た
の
は
、
そ

の
象
徴
と

も
い
え
ま
す

。

輸
入
国

に
転
じ
た
わ

が
国
は
や

が
て
、
国

内

産
材

よ

り
二
~
三

割

安
い
外

材

に
押

さ

れ
始

め
ま
す

。

「
こ

の
ま
ま
で
は

、
国

内
林
業

が
や

っ
て
い
け

な

く

な
る
」
と

い
う
声
も
起
こ
り
、
保

護
関
税

の
勦

き
も

で
ま
す
か

、
輸

入
材
に
頼

る
産
業
界
と
対
立
し

、
具

体
化
し
な

い
ま
ま
、
時

が
た
ち
ま
す

。

大
正

一
五

年
に
山
林
所
得

に
特
例

が
設
け
ら
れ

、

林

道
補
助

制
度
も
発
足

。
昭
和
二
年
度
か
ら
水
源

か

ん
養
林
へ

の
造
林
補
助
制
度

が
ス
タ
ー
ト
し
、
四

年

度
か

ら
は
民
有

林
造
林
補
助
へ
と
格
上
げ
さ
れ
、
国

内
林
業
の
育
成

体
制
が
そ
れ
ま
で
の
治
山
事
案

と
あ

い
ま

っ
て
よ

う
や
く
整
え
ら
れ
ま
し
た
。

当
時
米
材

輸
入

の
先
兵
と
な
っ
て
丸

ノ
内

に
眠

つ

た
杭
た
ち
は
、
ほ

ぽ
八
〇
年

振

り
に
東
京

の
空
を
眺

め
て
な
に
を
思

う
の
で
し
ょ
う
か

。
き

っ
と
、
あ

の

頃
に
は
予
想
も

で
き
な
か
っ
た
高
層

ビ
ル
の
林
立
に

驚
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん

。
と
同

時

に
、
「
余
り

変

わ

っ
て
い
な
い
な
」
と

も
思
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

当

時
も
「
も

う
す
ぐ
外
材
は
な
く
な
る
の
だ
か
ら
」

と
い
っ
て
、
著

名
な
学
者
で
も
外
材

の
脅
威
を
軽

視

し

た
人
達

が
い
ま
し
た
が
、
い

ま
も
ま
す
ま
す
増
え

て
い
る
外
材

や
、
国

内
林
業
の
対

策
の
効

め
が
な

い

こ
と
に
、
溜

め
息
を

つ
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

参
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日
本
列
島
の
木
を
燃
や
し
て
の
地
球
森
林
環
境
保
全

室
 
田

は

じ

め

に

I
木
の
伐
採
過
多
と
過
少

全
に
と
っ
て
大
切
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
?
外
材
へ
の

大
幅
依
存
を
止
め
、
国
内
の
木
々
を
火
力
発
電
な
ど
に

活
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
海
外
諸
国
の
森
林

地
球
環
境
問
題
と
総
称
さ
れ
る
様
々
な
問
題
の
う
ち
 

負
担
を
軽
減
し
、
真
の
意
味
で
の
日
本
の
国
際
貢
献
に

の
一
つ
か
熱
帯
林
の
減
少
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
 

な
る
の
で
は
な
い
か
?

な
い

。
し

か
し
、
世

界

の
森
林
旁

坏
に
つ
い
て
言
え
ば
、

熱
帯
林

の
減
少
だ
け

が
問
題
な
の

で
は
な
い
。
例

え
ば

中
国

で
は
、
国

土
総
面

積
に
占
め

る
森

林
面

積
が
極
め

て
小

さ
い
状
況
は
何

も
新
し
い
こ
と

で
は
な
い
が
、
近

年

に
至

っ

て
、
既

に
少

な
い
森
林

の
伐
採
が
危
機
的
な

環
境
劣
化
を
引
き
起

こ
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

カ
ナ
ダ
太
平
洋

岸
の
場
合
’
のよ

う
に
、
温

帯
雨
林

の
皆

伐
の
是
非

が
、
非

暴
力
直
接

行
動
に
よ

る
抗
議

を
含

め

て
厳
し

く
問
わ
れ
て
い

る
よ

う
な
地
域
も
あ

る
。

こ

う
し

た
海
外
諸
地
域

の
状
況

に
対
し

、
日

本
の
森

林
は

ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
と
改
め
て
考

兄
て
み
る
時
、

む
し

ろ
伐
採
量

が
少
な
す

ぎ
て
森
林

環
境
の
劣
化

が
進

ん

で
い
る
の

で
は
な

い
か
、
と

い
う
疑
問

が
湧

く
。
日

本

の
場
合

、
も

っ
と
木
を
伐

る
こ
と

、
そ
し

て
、
条

件

次
第
で
は

も
っ
と
木
を
燃
や

す
こ
と

が
森

林
環
境
の
保

一

、
中

国

の

大

洪

水

・
土

石

流

と

森

林

問

題

一
九
九
九
年

匸

一
月

の
こ
と
、
匸

一
年

ぶ
り

で
中
国

に
行
き
、
四
川

省
の
成

都
市
と
都
江
堰
市
、
陝

西

省
の

西

安
市

を
再

訪
す

る
機
会
を
得

た
。
長
江
集
水
域

に
属

す

る
四
川

省
の
水
利

と
日
本

の
琵
琶

湖
・
淀
川

集
水
域

の
水
利

と
の
比

較
研
究

へ
の
関
心
か
ら
で
あ

る
。
さ

ら

に
、
長

江
と
黄
河

の
環

境
経
済
学
的
相
違
点

も
知

り
た

い
と
思

っ
て
い
る
。
こ

の
年

の
夏

、
中
国

各
地
で
大
洪

水

が
発
生
し
、
甚

大
な
人
的

、
物
的
損

害
が
生

じ
た
こ

と
は
日
本
で
も
し
ば
し
ば
報
道
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

成
都
市

に
着
い
て
、
四

川
大
学
そ
の
他
の
知
人

に
話
を

聞
い
て
み

る
と
、
四

川
省
で
は
こ
の
大
洪
水
の
原
因

と

武

し
て
人
為
か
関
係
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
森
林
の
過
伐

が
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
権
威
筋
が
認
め
、
し
ば
ら
く

木
材
伐
採
を
禁
止
す
る
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
、
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

四
川
大
学
や
市
内
諸
機
関
の
環
境
研
究
者
た
ち
約

二
〇
名
ほ
ど
の
セ
ミ
ナ
ー
が
、
私
の
訪
問
を
機
に
キ
ャ

ン
パ
ス
内
で
開
か
れ
た
。
中
国
側
か
ら
は
四
つ
ほ
ど
の

報
告
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
私
に
と
っ
て
最
も
印
象
的

だ
っ
た
の
は
、
土
石
流
に
つ
い
て
の
中
国
科
学
院
土
石

流
研
究
所
の
若
手
研
究
者
に
よ
る
報
告
だ
っ
た
。
そ
の

発
生
現
場
に
つ
い
て
、
数
々
の
写
真
が

O
H
P
で示

さ

れ
た
。
液
状
化
を
含
む
土
石
流
が
四
川
省
で
は
頻
繁
に

発
生
し
て
い
る
模
様
で
、
そ
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ

い
て
、
単
に
定
性
的
に
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
か
な

り
の
程
度
ま
で
定
量
化
す
る
よ
う
な
研
究
が
進
ん
で
い

る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
の
私
の
報
告
は
、
物
質
循
環
、
‘
特

に
燐
の
循
環
に
お
け
る
鳥
類
の
役
割
に
つ
い
て
で
あ
っ

た
。
日
本
の
あ
る
経
済
誌
に
掲
載
直
前
に
な
っ
て
い
た

論
文

(
文
献
1
)
の
内
容
を
日
本
語
で
話
し
、
そ
れ
を
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四
川

大
学
の
知
人

が
中
国

語
に
通
訳
し
て

く
れ
た
。
私

は
、
重

力
の
法
則

が
こ
の
地
球
上

の
万
物

に
作
用

し
て

い
る
以

上
、
森

林
を

育
て

る
よ

う
な
栄
養
分
は
高
地

か

ら
低
地

へ
、
そ
し

て
海
へ
と
流
下

し
や
す
い
、
そ

れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
高
地

に
森
林

が
持
続
し
う
る
と
す
れ
ば
、

低
地

か
ら
高
地

へ
と
栄
養
分
を
引
き
揚

げ
る
何
ら
か

の

仕
組
み
が
あ

る
の

で
は

な
い
か
、
と

い
う
問
題
提
起
か

ら
報

告
を
始

め
た
。
そ

し
て

、
日
本

の
林
政
思
想
家
・

熊
沢
蕃
山

(
一
六

一
九
一

一
六
九

一
)
が

そ
の
代
表
的

著
作

『
大
学

或
問
』
で

述

べ
て
い
る
鳥
の
助
け

に
よ

る

禿
山

の
緑
化

の
可

能
性
を
紹
介
し

た
。
彼

は
、
禿
山

の

広

さ
に
応
じ

て
稗
の
実
を
撒
け

、
そ

し
て
そ
の
上

に
枯

れ
草
な

ど
を
か
け
て
お

く
と
よ
い
、
と

い
う
。
そ

う
す

る
と
、
稗

を
食

べ
よ
う
と
し

て
鳥
た
ち
が
集
ま
っ
て
く

る
。
し

か
し

、
上

に
覆
い
か
あ

る
の
で
す
ぐ

に
は
稗
の

実

が
食

べ
ら
れ

な
い
で
、
そ

こ
に
し
ば
ら
く
と
ど
ま
る

こ
と
に
な
る
。
こ

の
た
め
糞
を
擧

と
t
礪
会
が
増

凡
る
。

そ
う
し
た
鳥
糞
の
な

か
に
は
草
木
の
種
子

が
混
じ

っ
て

い

る
も

の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
そ

う
す

る
こ

と
に
よ

っ

て
禿
山

に
種
子

と
栄

養
分
の
両
者

が
供
給

さ
れ
る
。
か

れ
は

、
】
回

で
効
果

が
な
く
て
も
、
こ

れ
を

幾
度

か
繰

り
返
す

う
ち
に
禿
山

に
は
緑
が
生
じ
始

め
、
二

、
三
〇

年

も
す
れ

ば
そ
こ

は
雑
木

の
茂

り
に
な
り
、
村

人

が
焚

き

木
に
困

る
よ

う
な
こ

と
は
な
く
な

る
、
と

い
う
主
旨

を

述

べ
て
い

る
。

こ
の
よ
う

に
鳥

の
助
け

を
得
て
の
禿
山

の
緑
化

は
、

単

に
熊
沢
蕃
山

が
そ
う
指

摘
し
た
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
、

実

際
、
江

戸
時
代

に
は
四
国

の
松
山
城
や

美
濃
国

池
田

地

方
な
ど
に
成
功
例

の
あ

っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ

の
話
に
最
も
興
味

を
示

し

て
く
れ
た

の
は
上
記

の
土畚

y

石

流
の
研
究
者
で
あ
る
。
私

の
報
告

の
あ
と
、
彼

が
、

四
川
省
で
も
そ
の
よ
う
な
方
法
で
の
緑
化

が
図
れ
な
い

だ
ろ
う
か
と
発
言
す
る
と
、
セ

ミ
ナ
ー
会
場
の
議
論
は

お
お
い
に
盛
り
上

が
り
、
日
本

の
江
戸
時
代
と
は
違

っ

て
今

の
中
国

な
ら
ば
、
鳥

が
好

み
そ
う
な
穀
物
を

ヘ
リ

コ

プ
タ
ー
で

散
布
で
き

る
は

ず
だ
と

か
、
い

や

、
鳥

が

頼
り

に
な

る
と

は
思
え
な
い
、
そ

ん
な
こ
と
を
す

る
よ

り
木
の
種
子
そ

の
も

の
を
散

布
す

る
ほ
う

が
早
い
の
で

は
な

い
か
、
な

ど
様
々
な

意
見

が
飛

び
出
し
た
。
そ

の

よ

う
に
活

発
な
議
論
が
す
ぐ

に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
四
川

省
の
森
林
問

題
が
深
刻
で
あ

る
こ
と
の

一

つ
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
日
本

の
い
く
つ
か
の
地
域
で

の
江
戸
時
代
の
事
例
が
、
現
代
中
国
の
四
川
省
で
役
に

立
つ
の
か
ど
う
か
、
今
の
と
こ
ろ
私
に
は
全
く
分
か
ら

な
い

が
、
今

後
考
え
て
み
た
い
課
題
で
あ
る
。

四
川
省
の
調
査

で
は
、
成

都
の
西
北
五
〇
』
ほ

ど
の

所
に
あ
る
都
江
堰
も
訪
ね
た
。
こ

れ
は
長
江
の
支
流
の

一

つ
で
あ

る
岷
江

に
設
け
ら
れ
た
優
れ
た
水
利
の
仕
掛

け
で
あ

る
。
二

、
二

〇
〇
年

ほ
ど
前

に
自
然
の
地
形
を

巧
妙
に
利

用
し
て
設
計
さ
れ
、
暴

れ
川
を
多
数
の
流
れ

へ
と
分
流
さ
せ
る
こ
と
で
今
日

に
至

る
ま
で
成
都
平
野

を
潤
す
の
に
貢
献
し

つ
づ
け
て

き

た
。
(
文
献

2
)
堰

と
言
う
言
葉
か
ら
水
を
溜
め
込
む

ダ
ム
を
想
像
す

る
と

間

違
い
で
、
都

江
堰

が
決
定
的

に
優
れ
て
い

る
の
は
水

を
溜
め
ず

に
分
流

さ
せ

る
だ
け
で
あ

る
点
で
あ

る
。
都

江
堰
見
学
後
、
成

都
か
ら
西
安
へ
飛
ん
だ
。
い

く
ら
森

林
の
過
伐

が
進
ん

で
い
る
と
は

い
え

、
四
川
省

に
は
相

対
的

に
水

が
豊

富
に
あ
り
、
農

地
は
水
田
中
心
だ

が
、

陝
西
省

に
入

る
と
水
田
は
見
当

た
ら
ず
、
畑

地
ば
か
り

で
あ

る
。
西

北
大
学
の
歴
史
地
理
学
者
や
考
古
学
者
の

方
々
の
お
世
話
に
な
り
、
渭
河
の
支
流
の
一
つ
で
あ
る
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経
河
中
流
域
へ
の
小
旅
行
の
機
会
を
得
た
。
漢
代
に
造

ら
れ
た
と
い
う
経
恵
渠

(
白
渠
)
を
見
る
た
め
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
頭
首
工
周
辺
の
山
々
の
荒
れ
果
て
た
光
景

は
今
も
目
に
焼
き
付
い
て
離
れ
な
い
。
本
来
は
経
河
か

ら
取
水
し
て
の
経
恵
渠
だ
っ
た
が
、
(
文
献
3
)
今
は

山
に
い
く
つ
も
の
井
戸
を
掘
っ
て
の
カ
ナ
ー
ト
方
式
の

取
水
が
主
で
あ
る
と
い
う
。
明
の
時
代
か
ら
そ
う
な
っ

た
の
だ
と
い
う
。
森
林
が
次
々
と
な
く
な
る
こ
と
に
よ

り
、
表
流
水
に
よ
る
畑
地
灌
漑
が
成
立
し
な
く
な
っ
た

の
だ
。
中
国
語
で
は
坎
児
井
と
い
う
カ
ナ
ー
ト
は
、
国

土
の
大
半
が
砂
漠
の
イ
ラ
ン
に
多
い
水
利
施
設
で
、
中

国
で
も
吐
魯
番

(
ト
ル
フ
ァ
ッ
)
に
あ
る
こ
と
は
以
前

か
ら
聞
い
て
い
た
が
、
(
文
献
4
)
西
安
の
近
郊
で
も

カ
ナ
ー
ト
灌
漑
で
あ
る
こ
と
を
現
場
で
見
て
び
っ
く
り

し
た
。
森
林
減
退
が
そ
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
の
だ
。

二
、
カ
ナ
ダ
太
平
洋
岸
の
土
の
な

い
温
帯
雨
林
に
お
け
る
皆
伐

問
題

上
記
の
中
国

へ
の
調
査
旅
行
に
先
立

つ
三

ヶ
月
前

の

九
月
下

旬
の
こ

と
、
ア

メ
リ
カ
の
ワ

シ
ン

ト
ン
州
シ
ア

ト
ル
か
ら

ア
ラ
ス
カ
州

ア
ン
カ

レ
ッ
ジ
ヘ
向
か

う
ア
ラ

ス
カ
航
空

の
小

型
定
期
便
に
乗
っ
た
。
オ

リ
ン

ピ
ッ
ク

半
島
上
空
を
過

ぎ
、
ホ

ア
ン

ー
デ

ー
フ
ー
カ

海
峡

(
そ

こ
が

ア
メ
リ

カ

ー
カ
ナ
ダ
間

の
国
境

で
あ

る
)
の

青
々

と
し
た
水
面
を
見

て
い
る
う
ち
に
、
眼
下

は
間

も
な
く

バ
ン

ク
ー
バ

ー
島

と
な
る
。
い

く
つ
か
町

が
見

え
る
が

ご
く
小

さ
く
、
ほ

と
ん
ど
は
森
林
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

i
y



や

が
て
不
自

然
な
形
を
し

た
茶

色
っ

ぽ
い
地
形
が
次
か

ら
次

へ
と
現

れ
る
。
初

め
は

そ
れ
が
何
だ
か
分
か
ら
な

か

っ
た
。
だ

が
、
そ

う

い
う
地
形

の
周

辺
の
森
を
小

幅

な
道

路
が
屈
曲
し
て
い

る
こ

と
か
ら
、
そ

れ
ら
こ
そ
貴

重
な
温
帯
雨

林
の
皆
伐

の
是
非

が
問
わ
れ

っ
づ
け
て
き

て
い
る
問
題
の
地
の

一
部

で
あ
う
つ
と
想

像
が
つ
い
た
。

深

い
、
そ

し
て
広
大
な
森
林

の
あ
ち
こ
ち
を
、
い

わ

ば

き
れ
い
に
剥

ぎ
取
っ
た
す
さ
ま
じ
い
光
蚕
で
あ
る
。
ジ
ェ

。

卜
機

で
飛
ん
で
い

る
と

い
う
の
に
、
そ

う
し
た
景
観

が

三
〇
分

く
ら
い
は

続
い
た
だ
ろ
う
か
。
温

帯
雨
林

の
将

来
を

憂
い
て
い

る
人
々
が

、
い

か
に
こ
の
問
題
を
重
大

視
し

て
い
る
か
、
改

め
て
よ
く
分
か

っ
た

。

こ
の
時
の
ア

ン
カ
レ
ッ
ジ
行
き
は
、
そ

こ

で
開

か
れ

る
ア

メ
リ
カ
水

産
学
会

に
出

席
し
、
サ

ケ

な
ど

の
遡
河

性
回

遊
魚
が
陸
上

の
森

林
に
も
た
ら
し

て
い
る
か
も
し

れ
な
い
海
の
栄
養
分

に
つ
い
て
の
報
告
を
す

る
た
め
で
、

バ
ン

ク
ー
バ

ー
島

の
温

帯
雨

林
を
見

る
こ

と
が
目
的

で

は
な
か

っ
た
。
と

は

い
え
、
そ

の
二
年
前

、
一
九
九
六

年
九

月
に
は
、
ご

く
一
部
で
は
あ

る
が
林

内
を
歩

く
機

会
に
恵
ま
れ
た

。
い

く
つ
か
の
事
情

が
あ

っ
て
、
プ

リ

テ
ィ

ッ
シ
ュ

ー
コ
ロ
ン

ピ
ア
州

バ
ン
ク
ー
バ

ー
市

を
訪

ね
た
時
の
こ
と

で
あ
る
。
こ

こ

ま
で
来

た
以
上

、
バ

ン

ク
ー
バ

ー
島

に
広
が
っ
て
い

る
と

い
う
温

帯
雨
林
地
帯

の
原
生
林
な
る
も
の
を
、
垣
間

見
た
い
と
い
う
気
に
な

っ

た
。
プ

リ

テ
ィ
ッ
シ

`
・
コ

ロ
ン
ビ
ア
大

学
の
大
学
院

生
・
和

田
喜
彦
氏

が
、
こ

の
希
望

に
沿

っ
た
小

旅
行
を

計
画
、
同

行
し

て
く
れ
た
。
レ

ン
タ
カ

ー
を
利
用
し
、

バ
ン
ク
ー
バ

ー
市

北
西
の

ホ
ー
ス

シ
ュ

ー
ベ
イ
か
ら
出

て
い

る
大
型

フ
ェ
リ

ー
に
乗
船

し
、
ジ

ョ
ー
ジ

ア
海
峡

を
渡
り

、
バ

ン
ク

ー
バ

ー
島

の
ナ
ナ
イ
モ
着

。
そ
こ

か

ら

、
島

を

横

断
し

、
太

平

洋

岸

の

ト

フ

ィ

ー
ノ

と

い

う

町

へ

向

か

う

。

そ
の
町

へ
入

る
少

卜
栗

前

の
木

立
の
中
に
ヴ

ァ
レ
リ

ー
・

ラ

ン

ガ

ー
さ

ん

ご
家

族

の
家

が

あ

る
。
彼

女

は
、
そ

こ

に

住

み

な

が

ら

原

生

林

の

皆
伐

に
対

し

て
非

暴

力

直

接

行

動

の

リ

ー
ダ

ー
の

一
人

と
し

て
活

躍
し

て
い

る
人
だ

。

そ

の
ヴ

ァ
レ
リ

ー
さ

ん
自

身
が

パ

シ
フ
ィ

ッ
ク

ー
リ
ム

ー

ナ

シ

ョ
ナ

ル

ー
パ

ー
ク

と
し

て

島

の
太

平

洋
側

に

保

全

さ

れ

て

い

る
原

生

林

を
案

内

し

て

く

れ

た

。
倒

木

が

い

た

る

と

こ

ろ
に

目

立

つ
。
と

い

う

か

、
目

立

つ
以

前

に

倒

木

に

足

を

取

ら

れ

そ

う

に

な

る

。
そ

れ

な

の

に

、
そ

こ

は

実

に
絢

爛

豪

華

な

森

林

で

あ

る

。
荒

れ

て

い

る

わ

け

で

は
な

い

。
そ

.
こで

元

気

に

生

き

て

立

っ

て

い

る

一

本

一
本

の
大

木

の
根

元

を

よ

く

見

る

と

、
そ

れ

ら

は

倒

木

に
根

を

下

ろ
し

て

い
る

の

で

あ

る

。
ヴ

ァ
レ

リ

ー
さ

ん

は

、
私

が

そ

の

こ
と

に

驚

い
て

い

る

の
に

す

ぐ

に

気

づ
き

、
そ

う

い

う
倒

木

の
こ

と

を

n
u
r
s
e
 
t
r
e
e
と

い

う

の
だ

と

教

え

て

く

れ

た
。
そ

も

そ

も
土

が
ほ

と

ん

ど
な

い

の

で

あ

る

。
熱

帯
雨

林

に

ほ
と

ん

ど
土

は
な

い
、
と

七ま
う
だ
ろ
う
か
ら
、
木
は
、
土
に
で
は
な
く
、
木
に
根

を
下
ろ
す
の
だ
。
そ
う
い
う
地
域
で
大
面
積
皆
伐
を
強

行
す
れ
ば
森
林
再
生
は
難
し
く
な
る
わ
け
で
、
カ
ナ
ダ

国
内
だ
け
で
な
く
、
欧
州
に
も
こ
れ
に
反
対
す
る
声
が

強
い

(
文
献
5
)
の
は
当
然
で
あ
る
。

三
、
木
を
伐
ら
ず
、
燃
や
さ
ず
で

劣
化
す
る
日
本
の
森
林
環
境

以
上

で
見
た
よ
う

に
、
中
国
や

カ
ナ
ダ
で
は
木
を
伐

り
過
ぎ

る
こ
と
に
よ

る
環
境
劣

化
が
深
刻
な
凹

題
と
な
っ

て
い
る
の

に
対
し

て
、
日
本

で
は
ど

う
か
。
日

本

の
森

林
の
現
状

に
い
く
ら
か
で
も
関
心
の
あ
る
人

な
ら
、
お

そ
ら
く
は
誰
し
も

、
条

件
さ
え
許
す

な
ら

ば
次

の
三
種

類
の
木
は
も

っ
と
伐

っ
た
ほ
う
が
よ
い
と

考
え
る
で
あ

ろ
う

。

剛

松
枯

れ
病
に
か
か

っ
て
立
ち
枯
れ

て
い

る
マ
ッ

閣

特
別

な
保
存
価
値
の
あ

る
も
の
を
除

き
、
太

く
な

り
す

ぎ
た
里
山

(
雑
木
山

)
の
木
々

い
う
こ
と
は
本
で
読
ん
だ
り
、
テ
レ
ビ
の
話
を
聞
い
た
 

圓

人
工
造
林
地
の
木
々
の
下
枝
や
除
間
伐
に
ふ
さ
わ

り

し

て

、
そ

う

い

う

も

の
な

の

か
と

思

っ

て
い

た

が

、

こ

こ

カ

ナ

ダ

の

温
帯

雨

林

に
も

土

は
な

い

の
だ

。
日

本

の
森

林

の

ご

く

一

部
し

か
知

ら

な

い
私

は

、
木

と

い

う

の

は

岩

の

割
れ
目

な
ど

に
い

く
ら

か
生

え

る
こ
と

は
あ

っ

て

も

、
大

半

は

土

に

生

え

る

も

の

だ

と

思

っ

て

い

た

。

と

こ

ろ

が
こ

こ

で

は

、
木

は
倒

木

、
す

な

わ

ち

n
u
r
s
e

t
r
e
e
に
生

え

る

の
だ

。
年

間

降

雨

量

は

、
と

聞

く

と

、

海

岸

地

帯

で
約

三

、
〇
〇
〇
皿

、
少

し

内

陸

に
入

る

と

四

、
〇
〇
〇
皿

あ

る
い

は

そ

れ

以

上

と

い

う

。
な

る

ほ

ど

、
そ

れ

で

は
仮

に
土

が

あ

っ
て

も

雨

で

流

さ

れ

て

し

し
い
木
々

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
木
々
や
枝
は
、

伐
・
つて
燃
や
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
活
用
す
る
の

が
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
を
燃
や
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
小
径
木
で
は
あ
っ
て
も
、

素
材
と
し
て
の
活
用
法
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
う
い
う
方

法
を
従
来
以
上
に
開
発
す
れ
ば
よ
い
。
と
は
い
え
、
今

日
の
日
本
で
は
、
木
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
燃
や
す

機
会
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
里
山
だ
が
、
か
つ
て
の
日
本
で
は
、
そ
の
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存
在
意
義
は
主
と
し

て
薪
炭
林

と
し

て
で
あ
っ
た

。
つ

ま
り
薪

(
ま
き

)
や
木

炭
と
い

う
エ
ネ
ル
ギ

ー
源
の
供

給
基
地
と
し
て

で
あ
っ

た
。
そ

れ
が
同

時
に
、
農

地

に

と

っ
て

の
肥
料

と
し
て
役

立
つ
落
ち
葉
や
小

枝
な
ど

の

供
給
源

と
し

て
も
機
能

し
た
。
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

秋

に
は

ド
ン
グ

リ
を

た
く
さ
ん
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

野

鳥
を
初
め
と
す

る
様

々
な

野
生
動
物

に
と

っ
て
の
レ

ス

ト
ラ
ン
の
役

割
も
果

た
し
た
の
で
あ

る
。
そ

こ

で
は

数
十
年
周
期

で
木

を
ど
ん
ど
ん
切

る
こ
と
は
森
林
減
少

を
も
た
ら
す
の

で
は
な
し

に
、
む

し

ろ
森
林
を
若

返
ら

せ

、
そ
れ

が
元

気
に
持

続
し

て
い
く

の
を
助
け

た
。
雑

木
山

の
多

く
の
木
々
は

、
伐

ら
れ
て

も
切

り
株
か
ら
芽

を
出

し
、
そ

れ

が
も
と
と
同
じ
木

に
成
長
し
て

い
っ
た

の
で
あ

る
。
萌

芽
更
新

(
ぼ
う
が
こ
う
し
ん
)
で
あ
る
。

と
こ

ろ
が
、
一

九
六
〇
年

代
に
日
本
列
島
全
体
を

燃

料
革
命
、
あ

る
い
は

エ
ネ
ル
ギ

ー
革
命
と
呼
ば
れ

る
嵐

が
襲
い
、
安

価

に
利
用

で
き

る
石

油
製
品
、
都
市
ガ
ス
、

プ

ロ
パ
ン
ガ
ス
の
前

に
、
薪

や
木
炭

へ
の
需
要

は
激
減

し
、
里

山

は
放

置
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。
た

い
て
い

の
場
合
、
巫

山

に
は
マ

ツ
も
混

在
す

る
。
そ

の
周

り
に

溜
ま

る
落
ち
葉

や
枯
れ
枝
は

、
か

つ
て
は
燃
料

や
肥
料

と
し
て
き
れ
い

に
取

り
除

か
れ
た

が
、
燃

料
革

命
は
そ

う
し
た
習
慣
を

も
絶
や
し

た
。
こ

の
結
果

、
マ

ツ
の
木

の
周
り
は
養
分
豊
冨
と
な
り
、
マ

ツ
タ
ケ
は
出
な
く
な

っ

た
。
も

は
や

マ
ツ

タ
ケ

の
出

な
い

マ
ツ
林

に
広
が
り
出

し
た
の
が
松
枯
れ
病
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、
す
ぐ
に
伐

っ

て
燃
や
し

て
し

ま
え
ば
病
気

の
蔓
延

は
防

げ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
伐

ら
れ
ず

に
放

置
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た

か
ら
た
ま
ら

な
い
。
北

海

道
や
そ

の
他

一
部
の
地
域
を

除
く
ほ
ぽ
日
本

全
国
に
松
枯

れ
病
は
拡
大

し
た
。
特

に

瀬
戸
内
地
方
の
場
合
、
茶
色
く
立
ち
枯
れ
た
マ
ツ
の
木
々

で
覆

わ
れ

た
山
が
目
立
ち
、
ぞ

っ
と
寒
気
の
す
る
よ
う

な
景
観

が
随
所
に
見
ら
れ

る
。

都
市
近
郊
か
ら
は
離
れ
た
山
奥
は
ど
う
か
。
山

々
は

み
ご
と
な
ま
で
緑

に
つ
つ
ま
れ
て

い
る
。
ス

ギ
、
ヒ

ノ

牛
、
カ

ラ
マ
ツ
、
そ
し

て
北
海

道
な
ら

ば
エ
ゾ

マ
ツ
、

ト
ド

マ
ツ
な
ど
、
実

に
緑

が
豊
富

で
あ

る
。
な

に
し
ろ

日
本

は
、
国
土
総
面
積
の
約
六
五
%
が

森
林

に
覆
わ
れ

て
い

る
と
い
う
、
世

界
に
冠
た

る
森

杯
国
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
日
本
は
森
林
・
林

業
王
国
だ
、
と

い
い

た
い
と

こ
ろ
だ
。
し

か
し
、
残

念
な

が
ら
そ
う
で
は
な

い
。
既

に
多
方
面

か
ら
指

摘
さ
れ
、
議

論
さ
れ

て
き

た
通
り
、

緑
な
す
人
工

造
林
地

の
内
容

は
全
体
と
し

て
決
し

て
芳

し
く
な
く
、
地
域

に
よ

っ
て
は
深
刻
な

ま
で
に
荒
れ
て

い
る
、
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い

。
燃
料
革
命
以
前

の
状

況

に
つ
い
て
言
え
ば
、
戦

時
中

に
荒
廃
し

た
山
河
を
よ

み
が
え
ら
せ
よ
う
と
し
て
、
戦

後
全
国
的

に
針
葉
樹

の

植
林

が
進
め
ら
れ
た
。
さ

ら

に
、
燃

料
革
命

の
時
代

に

な
る
と
、
広

葉
樹

に
は
も
は
や
大
き

な
価
値
は
な
い
と

い
う
判
断

の
も
と
に
、
そ

の
皆
伐
を
含

む
形

で
の
、
い

わ
ゆ
る
拡
大

造
林

が
進
め
ら
れ

た
。
と
こ

ろ
で
、
日
本

の
針
葉
樹
造
林
法
は
、
単

に
植
林
を
す
れ

ば
す

む
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
そ

の

後
、
下
草
刈

り
、
枝

打
ち
、

除
伐
な
ど

の
手
入
れ
を
継
続
す

る
こ

と
で
、
将

来
の
美

林
形

成
に
い
た
る
、
と

い
う
こ

と
を

前
提
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ

れ
に
か
か
る
費
用

は
大

き
い
。
そ

う
し
た

費
用
は
、
既

に
十
分

に
成

長
し
た
木

や
間

伐
材
が
よ
い

値
で
売
れ
る
こ

と
で
は
じ

め
て
賄
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
木
材

輸
入
自
由
化

を
初
め
と
す
る
日
本
の
林

業
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
要
因

に
よ
り
、
国

産
材
は
、

高
度
経
済
成
長
期

の
途
中
ま
で
の
よ

う
に
は
売
れ

な
く

な
っ
た
。
こ

の
た
め

、
苦
心
し
て
植
林

し
た
山

の
手
入

れ
が
十
分

に
で
き
な

い
と

い
う
民
有
林

が
増
え

た
。
一

有
林
に

つ
い
て
も
似

た
傾
向

が
あ

る
。
例

え
ば
、
除

伐

が
適
切

に
な
さ
れ
な
け
れ

ば
、
混

み
合

っ
て
立
っ
て
い

る
木
々
は

、
時

に
「
モ

ヤ
シ
の
よ
う
な

」
と

酷
評
さ
れ

る
こ
と

さ
え
あ

る
貧
弱

な
育
ち
方
し
か
で
き
な
く
な
り
、

強
風
や
湿

雪
で
容
易

に
倒
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ

う
い

う
斜
面

で
は
土

砂
崩
落
も
起
こ
り
や
す
い

。

雑
木
山

や
造
林
地
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
以
上
、

人
々
が

も

っ
と
里

山
や
奥
山
に
入

っ
て
、
木

を
も

っ
と

伐

る
こ
と

が
求

め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
伐

っ
て
も

売
れ
な

い
場
合

、
燃

や
し
て
し

ま
え

ば
よ
い
。
燃

や
す

と

い
っ
て
も
た
だ
野
焼
き
を
す
る
の
で
は
な

く
、
火
力

発
電

、
あ

る
い
は
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー
シ

ョ
ッ

(
熱
併
給

発

電
)
の

燃
料
と
し
て
燃
や
す
の
で

あ
る
。

四
、
既

に
大
型
原
発
三
基
相
当
の

発
電
に
貢
献
し
て
い
る
木
質

系
エ
ネ
ル
ギ
ー

木
を
燃
や
す
と
い
う
点
に
お
い
て
、
今
日
の
日
本
で

最
も
先
進
的
な
の
は
紙
・
パ
ル
プ
業
界
で
あ
る
か
ら
、

先
ず
そ
の
動
き
か
ら
見
て
み
よ
う
。
一
九
七
〇
年
半
ば

頃
ま
で
の
日
本
各
地
の
製
紙
工
場
地
帯
と
い
え
ば
、
そ

の
全
部
で
は
な
い
に
せ
よ
、
い
く
つ
か
は
悪
臭
公
害
と

ヘ
ド
ロ
公
害
の
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
の

日
本
で
、
依
然
と
し
て
そ
う
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し

続
け
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
工
場
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

様
々
な
形
で
の
公
害
対
策
が
効
を
奏
し
た
結
果
と
言
え

I

0



よ
う
が
、
ク

ラ
フ
ト
パ
ル

プ
を
扱
う
工
場

の
場
合

、
パ

ル
プ
廃
液
を
自
家

発
電
の
燃
料
と
し

て
燃
や
す

よ
う
に

な
っ
た
こ
と

が
、
悪

臭
や

ヘ
ド
ロ
の
排
出
を

ほ
と
ん
ど

ゼ

ロ
に
す

る
結

果
を
も
た
ら
し

た
経
済
的
理
由

と
言
え

よ
う
。

紙
は

パ
ル

プ
か
ら
セ
ル

ロ
ー
ス
を
分
離
し

て
作
る
わ

け
だ
が
、
リ

グ
ニ
ン
を
多
量

に
含
む
廃

液
が
残

る
。
こ

れ
を
川

や

海

な

ど

水

系

に
垂

れ

流

し

た
結

果

が

、

一
九
五

〇
年

代

、
そ

し
て
高
度
経
済
成
長
期

の
日
本
各

地
に
お
け

る
ヘ
ド

ロ
公
害

で
あ

る
。
し

か
し

、
そ

う
し

た

パ
ル

プ
廃

液
に
比

較
的

簡
単

な
化
学
処
理
を
施

す
と
、

そ
れ
は
黒
液

と
言
う
名

の
燃
料

に
な
る
。
自
動

車
を
走

ら
せ

る
ガ
ソ
リ
ン
の
よ

う
に
良

質
な
燃
料

と
言
う
わ
け

に
は
い
か

な
い
が
、
重

油

と
同

じ
よ
う
に

ボ
イ
ラ

ー
の

湯
沸
か
し

く
ら
い
に
は
役

立
つ
の
で
、
日

本
の
大
手

の

紙
・
パ

ル

プ
業

界
で

は
ク
ラ
フ
ト

パ
ル
プ
を
扱
う
工
程

で
得

ら
れ
る
黒
液
を
自

家
火
力
発
電
の
燃
料
と
し

て
各

地

の
工
場

で
活
用
し
始

め
た
。
悪

臭
・
ヘ

ド
ロ
問
題

が

な

く
な
る
ば
か
り
か

、
工

場
で
必
要
な
電
力
の

一
部
を

自
給

で
き
る
わ
け
だ

か
ら
、
一
石

二
鳥
と
は
ま

さ
に
こ

の
こ
と

だ
。
加

え
て

、
パ

ー
ク

(
樹
皮

)
を
中

心
と
す

る
廃
材

も
少

な
か

ら
ぬ
数
の
製
紙
工
場
の
自
家

火
力

発

電
用
燃
料

と
し
て
活
用

さ
れ
て
い

る
。

今

日
の
日
本

で
は
、
こ

う
し

た
黒

液
と
廃
材

に
よ
る

年
間

の
発
電
量
は
、
重
油
換
算
で
約
五
〇
〇
万

キ
ロ
リ

。

ト
ル
相

当
に
な
り

、
こ

れ
は
電

気
出

力

I
○
○
万

r
S

の
原
子

炉
三
基

が
、
一年
の

う
ち
三

ヶ
月

だ
け

定
期
点
検

で
休
む
以

外
は

フ
ル
出
力

で
運
転
し
っ
づ
け

る
場
合

の

発

電
量
に
ほ

ぽ
相

当
す

る
ほ
ど
の
大

き
さ
で
あ

る
。
さ

ら
に
注
目

さ
れ
る
・
の
は

、
黒

液
や
廃
材
を
利

用
し

て
い

る
紙
・
パ

ル
プ
業
界

の
工

場
の
場
合
、
タ

ー
ビ

ン
を
回

し
て
発
電
に
直
接
に
貢
献
し
て
い

る
の
は
高
圧
蒸
気
で

あ
る
が
、
発

電
後
の
中
圧
な
い
し
低
圧
の
蒸
気
も
加
熱

や
乾
燥
の
た
め
の
熱
源
と
し
て
活
用
さ
れ
て
。
いる
こ
と

で
あ
る
。
つ

ま
り
、
そ

う
い
う
工
場
で
は
木
質
系
エ
ネ

ル
ギ

ー
に
よ

る
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー
シ

ョ
ッ

が
実
現
し
て

い
て
、
熱

の
総
合
的
な
利
用
率
は
高
い

。
言

い
換
え
れ

ば
、
木

質
系

エ
ネ

ル
ギ

ー
が
今
日

の
日
本
経
済
の
中
で

果
た
し
て
い

る
発
電
と
熱
供
給

の
両
面

で
の
役
割
は
か

な
り
大
き
い
の
で
あ

る
。
(
文
献

6
)
数

十

年
前

に
比

べ
て
薪
炭
と
い
う
形

で
の
木
質
系

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用

量

が
極
め
て
小

さ
く
な
っ
た
こ

と
の
み
に
目

を
奪
わ
れ

て

い
る
と

、
現
在

の
日
本

に
お
い
て
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

と
し

て
木

が
実

に
大

き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
事
実

が
見
え

な
く
な
っ
て
し

ま
う
。

と
は
い
え
、
黒

液
火

力
発
電
の
場
合
、
そ

の
も
と
に

な
っ
て
い
る
木
材

の
か
な
り
の
部
分
は
外
材
で
あ
る
可

能
性
か
高
い
。
し

た
が

っ
て
、
本

稿
は
こ
れ
を
現
在
以

上

の
レ

ベ
ル
以
上

に
高
め

る
こ
と
を
提
案
し
て
い

る
の

で
は
な
い
。
こ

こ
で
言
い
た
い
の
は
、
既

に
述

べ
た
国

内
に
あ

る
三
種
類
の
木
を
発
電
、
な

い
し
は
コ

ー
ジ

ェ

ネ

レ
ー
シ

ョ
ン
の
エ
ネ

ル
ギ

ー
源
と
し
て
位
置
づ
け
た

ら
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。
こ

の
場
合
、
ど

こ

で
、
誰

が
主
体
と
な

っ
て
木
を
燃
や
す

の
か
、
と

い
う

こ
と

が
問
題

に
な

る
。
ま

た
、
燃

や
す
以
前

の
大
問
題

と
し
て

、
伐
採
、
搬

出

な
ど
に
費
用
が
か
か

る
か
ら
、

そ
れ
を

ど
う
調
達
す

る
か
を
考
え

る
必
要

か
あ
る
。
こ

れ
ら
様

々
な
問
題

の
す

べ
て
を

一
挙

に
解
決

す

る
妙

案

は
な
い
か
ら
、
今

後
一
歩

一
歩
検
討
し
て
い
く
こ
と
と

し

て
、
先

ず
テ
ク
ニ
カ

ル
な
点
か
ら
言
う
と

、
松
枯
れ

了
4
。

の
マ
ッ
、
伸

び
す

ぎ
た
里
山

の
木

、
枝

打
ち
や
除
伐
を

要
し
て
い

る
枝
や
木

を
、
各

々
の
地

域
社
会

に
お
け

る

不

要
物
と
考

え
る
な
ら
ば
、
そ

れ
ら
を
一
般
廃
棄
物

に

準
じ

る
ご
み

と
し
て
地
方
自
治
体
の
発
電
設
備

を
有
す

る
清
掃
工
場

で
燃
や
し
、
電

気
や
熱
と
し

て
そ
の
地
域

社
会
の
中

で
活
用
す
る
、
と

い
う
方
向
が

一
つ
考
え
ら

れ

る
。

大
都
市

の
消
掃
工

場
の
場
合
、
既

に
ご
み

の
量
は
膨

大

で
、
そ

れ
を
一
日
二
四
時
間
体
制
で
高
温

燃
焼

さ
せ

て
お
り

、
そ

の
よ
う
な
条
件
下

で
は
、
ダ

イ

オ
キ
シ
ン

発
生

の
問
題
は
極
微
な

レ
ベ
ル

に
押

さ
え
ら
れ
て
い
る
。

こ

れ
に
反

し
、
小

都
市
や
農
山
村
部

の
場
合

、
わ

ず
か

の
ご
み

を
昼
間
だ
け
燃
や
す
と
言

う
体
制

に
な

っ
て
お

り
、
そ

う
い
う
燃
焼

条
件

の
も
と

で
は
ダ
イ

オ
キ
シ
ン

の
発
生
か
実

際
起

き
て
い
た
り
、
予

想

さ
れ
た
り
す
る

と
言
わ
れ

て
い
る
。
だ

が
、
前

向
き
に
考
え

る
な
ら
ば
、

そ
の
よ

う
な
地
域

こ
そ
上

述
の
三
種
類

の
木

が
相
対
的

に
豊
富
な
地

域
で
あ

る
。
そ
れ
ら

の
木

々
を

一
般
廃
棄

物

に
追
加
す

る
な
ら

ば
、
焼

却
炉

の
安
定

的
な
連
続
運

転

が
可
能

に
な
り
、
ダ

イ

オ
キ
シ
ン
問
題
へ
の
対
応

が

し
や
す

く
な
ろ
う

。
伐
採

や
搬
出

に
要

す

る
経
費
は
、

環
境
整
備

費
と
し

て
予

算
化
す

る
、
と

言
う
よ
う
な
措

置
が
考
え
ら
れ

る
。
自
治

体
の
清

掃
工

場
で
燃
や
す
こ

と
が
何
ら

か
の
理

由
で
困

難
な
場

合
、
木
材
火
力
発
電
、

な
い
し
は
木
材

コ
ー
ジ

ェ
ネ
を
民
間

事
業
化
す

る
方
向

も
検
討

に
値
し

よ
う
。
あ

る
い
は
、
森

林
組
合

の
事
業

と
し
て
取
り

組
む
方
向
も
あ
り
う

る
。
日

本

の
規
制
緩

和
の
波
は

、
今

や
電
力
産
業
に
も
及
ん

で
い
て
、
電

力

の
小

売
り

自
由
化
が
日
程

に
上
っ
て
お
り

、
こ

の
動

き

と
環

境
改
善
の
社
会
的
要
請
と
を
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
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こ
れ
ま
で
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る

は
ず
で
あ
る
。
(
文
献
7
)

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
が
議
論

さ
れ
る
場
合
、
常
に
話
題
に
な
る
の
は
風
力
発
電
や
太

陽
光
発
電
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
そ
の
時
々
の

気
象
条
件
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
科

学
実
験
な
ど
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ

て
も
、
日
本
の
大
半
の
地
域
に
お
け
る
気
象
条
件
下
で

は
、
実
生
活
に
即
し
た
、
安
定
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と

し
て
多
く
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
光
合
成
に
よ
っ
て
固
定

し
、
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
貯
め
て
い
る
木
の
優
位
性
は
抜

群
に
高
い
。

お

わ

り

に

I
世
界
の
森
林
と
日
本
の
森
林

そ
の
よ
う
な
形

で
の
国

際
貢

献
を
否
定
す

る
つ
も
り
は

な
い
。
し

か
し
、
パ

ル
プ
を
含
む
外
材

の
輸
入
量
を

減

ら
し
、
そ

の
ぶ
ん
だ
け
国

産
材

の
活
用
を
図
る
こ
と
は
、

地
球

環
境
の
保
全
と
い
う
大

局
的
な
寸
璃

か
ら
す
れ
ば
、

よ
り
大
き
な
国

際
貢

献
で
は
あ
る
ま
い
か
。

財
政
政
策
に

つ
い
て
い
え
ば
、
環

境
破
壊
的
な
生

産

や
消
費
活
動
に

つ
い
て
は
高
い
税
率
を
課
し

、
森
林
を

再
生

さ
せ

る
よ
う
な
諸
活
動
が
相
対
的

に
や
り
や
す

く

す

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
金

融
政
策
に
つ
い
て
は

、

既
に
加
藤
敏
春

(
通
商
産
業
省
サ
ー
ビ

ス
産
業

課
長

)

に
よ
る
エ
コ
マ
ネ
ー
の

提
言

(
文
献
8
)
も

あ
る
よ

う

に
、
福
祉
と

並
ん
で
、
森

林
保
全
を
初
め
と
す

る
環
境

改
善
に
も
直

結
す
る
新
し
い
通
貨

・
金

融
制
度
を
剔
出

す
る
こ
と
が
今

後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
貿
易
政

策
の
面

で
は
、
世
界

の
森
林
保
全
を
図

る
も
の
と
し

て
、
日
本

の
木
材

・
パ

ル
プ
輸
入
に
つ
い
て
高
率

の
関

税
を
課
す

地
球
各
地
で
森
林
減
少
過
程
が
進
む
中
で
、
日
本
に
 

こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
そ
れ

つ
い
て
は
、
財
政
政
策
、
金
融
政
策
、
貿
易
政
策
の
三
 

は
自
由
貿
易
の
理
念
に
反
す
る
と
い
う
反
論
か
あ
る
は

面

に
わ

た

っ
て

、
国

外

の

森

林

へ

の

負

担

を

大

幅

に

減

ら

す

方

向

へ

の

転

換

か

今

切

実

に

求

め

ら

れ

て

い

る
。

こ

の

こ

と

は

、
結

果

と

し

て

国

内

の

森

林

に
光

を

当

て

る

こ

と

に
も

な

る

は

ず

で

あ

る

。
環

境

面

で

の

国

際

貢

献

と

い

う

と
、
普

通

は
海

外
諸

国
で

の
森

林

ポ
ラ

ッ

テ

ィ

ア

な

ど

が
強

調

さ

れ

る

。
そ

し

て

、
も

し

そ

う

し

た

活

動

が

本

当

に
世

界

各

地

の
緑

化

に

寄

与

す

る

エ

コ

ロ
ジ

カ

ル

な

志

向

に
基

づ
く

も

の

で

あ

る

な

ら

(
つ
ま

り

、

.
砂

漠

に
木

を

植

え

る
よ

う

な

愚

を

冒

さ

ず

、
周

辺

か

ら

徐

々
に

緑

を

増

や

す

こ

と

、
育

ち

や

す

い

か

ら

と

い

う

理

由

で

む

や

み

に

ユ

ー
カ

リ

を

植

え

る

よ

う

な

こ

と

を

し

な

い

こ

と

等

々
の

配

慮

に
基

づ

く
も

の

で
あ

る
な

ら

)
、

べ

I
/

ず
だ
か
、
世
界
全
体
に
豊
か
な
自
然
環
境
が
保
障
さ
れ

て
初
め
て
利
点
を
発
揮
す
る
の
が
自
由
貿
易
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
日
本
は
、
自
由
貿
易
の
名
の
も

と
に
海
外
の
森
林
に
負
担
を
か
け
、
そ
の
こ
と
で
ま
た

国
内
の
森
林
を
も
疲
弊
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
重
い
事
実

を
背
負
い
な
が
ら
、
自
由
貿
易
は
素
睛
ら
し
い
と
い
く

ら
つ
ぶ
や
い
て
み
て
も
、
そ
れ
は
空
し
い
一
人
よ
が
り

と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

【
謝
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本
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一
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収
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0
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)

に
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す

る
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助

成

に

依

っ

て

い
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。
記

し

て
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す
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。
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人

民

出
版

社
合
編

(
一
九
八
五

)
、
『
都江

堰
』
、
四
川

省
新
華

書
店

㈲

李
念
海
編

(
一
九
九

八

)
、
「
漢唐
長

安
与

黄
土

高

原
」
(
中
国
歴

史
地
理
論
叢

一
九

九

八
年

四
月

増
刊

号

)
、
西
安
、
陝

西
師

範
大
学

㈲

岡
崎
正
孝

(
一
九

八
八

)
、
『
カナ
ー
ト

イ
ラ
ッ
の

地
下
水

路
』
、
東
京
、
論

創
社

聞

室
田
武

(
一
九
九

五

)
、
「
カナ
ダ
の
森
林
事
情
」
、

『
地
球

環
境
の
経
済
学
』
、
実
務
教
育
出

版
、
九
七

-

一
〇
九

頁

圓

室
田
武

(
一
九
九

八

)
、
「
木質

系
エ
ネ
ル
ギ

ー
利

用

の

現

状

と

展
望

」
、
「
春
夏

秋

冬

」
(
土
と

緑

の
会

、

名

古

屋

)
、
第

}
九
号

、
一

五

-
二

五

頁

閇

田

中

敦

夫

(
一
九

九

九

)
、
『
伐
っ

て

燃

や

せ

ば
森

は
守

れ

る
』
、
東

京

、
洋

泉
社

㈲

加

藤

敏

春

(
一
九

九

八

)
、
「
エ
コ

マ
ネ

ー
」
、
東

京

、
日

本

経

済

評

論
社

2



戸尸

最
近
の
林
業
事
情

4ノ

こ
れ
で
良
い
の
か
環
境
林

-

一
、
は

じ

め

に

私
が
林
業

に
つ
い
て
か
ら
大
き
な

雪
害
は
、
三

〇
年

間

に
三
回
あ
り

ま
し

た
。

昭
和
四
四
年

、
同

六
一
年

、
そ
し

て
、
地

域
的

に
は

標
高
二
〇
〇
メ

ー
ト
ル
か
ら
四
〇
〇
メ

ー
ト
ル

に
か
ぎ

ら
れ
た

ヶ
所

で
す
が
、
昨

年

一
月

の
被
害
で
す

。

東
京
都

の
青
梅
林
業
地
帯

に
あ

っ
て
は
、
こ

こ
二
〇

年
来
、
温

暖
化

の
影
響
か
、
植

林

地
で
の
冬
枯

は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ

な
く
な
り
ま
し

た
が
、
し

か
し

、
以

前
に

は
無
か
っ

た
、
真

冬
の
雪
で
も
湿

雪
に
な
り

、
地

表
も

凍
結
す

る
こ

と
な
く
、
桧

等

は
、
根

こ
そ

ぎ
倒
木

す

る

よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し

た
。
そ
し

て
そ
れ

が
、
今

回

の

大
き
な
特
徴

で
も
あ
り
ま
し

た
。

結
果
と
し
て
、
前
二
回
の
何
十
分
の
一
の
面

積
で
あ
っ

た
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一

年
以
上

経
過
し

た
現

在

で

も
、
都

道
や

林
道
の
近

く
で
さ
え
も
、
手

が
入

ら

ず
、

折
れ
た
り

、
曲

が
っ
た

ま
ま
の
山

林

が
散
見

さ
れ

て
い

ま
す
。

既
に
、
二
〇
年
、
三
〇
年
前
の
、
木
材
の
経
済
的
な

価
値
に
の
み
に
依
存
し
て
き
た
、
個
人
で
の
森
林
再
生

に
限
界
が
見
え
て
い
ま
す
。

二
、
厳
し
い
林
業
経
営

図

で
見

て
い
た
だ
い
て
お
わ
か
り
の
通
り
、
現

在

の

雇
用
林
業

の
大

変
な
こ
と

が
、
お

わ
か
り
い
た
だ
け

る

こ
と
と
思

い
ま
す

。

更

に
別
表

一
は
、
惠

只
都

で
唯

一
の
原

木
市
場

(
多

摩
木
材

セ

ン

タ
ー
)
で

の
、
.
平成

九
年

一
月

と
平

成

一
一
年

一
月

の
入
荷
量
と
、
原

木
価
格
の
動
向
を
比

較

し
た
も
の
で
す
。

ス
ギ

ー
ヒ
ノ

キ
共
大
幅

に
下

落
し
て
い
ま
す
。
特
に
、

表

に
は
表
わ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
桧

、
役
物

に
つ
い
て

は
、
我

々
林

業
家

が
目
指
し

て
い
た
所
で
す

が
、
住

宅

工
法

の
変
化

で
あ

る
と
か
、
集

成
柱

等
の
代
替
材

の
影

響
を
顕
著

に
受
け

た
形

で
、
更

に
厳
し
い
状
況

に
あ
り

ま
す

。

国

際
的
な
標
準

価
格
は
、
立

方

匸

一
、
〇
〇
〇
円

前

田
 
中
 
惣
 

次

(
森
林

業

)

’
後
と

い

わ

れ

て

い

ま
す

が

、
モ

ヤ
材

等

を

合

算

し

た

価

格

で

見

て

み

る

と

、
す

で

に

一
万

円

を

割

っ
て

い
ま

す
。

伐

出

コ

ス

ト
等

は
、
合

わ
せ

る
と

立

方

一
二

、
Q
‥
‥
)
○

円

か

ら

一
三

、
〇
〇
〇
円

か

か

る

こ

と

を

思

う

時

、
も

は

や

、
な

に

を

い

わ

ん

や

と

い

う

こ
と

で

す

。

私

共

の

地

域

に

お

い

て

は
、
旧

来

の

林

業

経

営

活

動

は

既

に

崩

壊

し

た

と

い

っ

て
も

漫

昌
で

は
あ

り
ま
せ

ん

。

三
、
東
京
都
の
補
助
金
と
取
組

私
自
身
、
塞
只
都
の
数
少
な
い
専
業
林
家
と
し
て
自

負
し
て
い
る
所
で
す
が
、
そ
の
内
容
は
、
補
助
金
抜
き

に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
平
成
一
〇
年
度
の
補
助
金
内
容
は
、
表
二

の
よ
う
で
す
。
更
に
、
別
わ
く
で
、
間
伐
の
伐
出
補
助

金
と
い
う
こ
と
で
、
立
方
メ
ー
ト
ル
当
り
、
八
〇
〇
〇

円
を
、
市
場
等
へ
の
運
材
費
も
含
め
た
形
で
出
て
い
ま

す
。今

回
の
雪
害
に
対
し
て
は
、
復
旧
補
助
金
も
考
慮
さ

れ
た
上
で
の
優
遇
処
置
が
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

3



伐出労働者の賃金とスギ 1㎡ で 雇 用で き る 伐 出労 働 者 数 の推 移図 一

参'
i
'
‐
‐
X
m
'
.
。
l

ス
キ
ー
㎡
で
雇
用
可
能
な

伐
出
労
働
者
数

奢

y

祓

加
平成

2
35  4a 20 257年 度 1045 50 55 60 15

資料 :軸 日 本 不 動 産 研 究 所 「山 元 素 地 及 び山 元 立木 価 格 躙 」

労 働 省 「林 業 労 働 者 職 種 別 賃 金 調 査」
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前
述
し
た
如
く
、
遅

々
と

し

て
復

旧
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
せ
ん
。
そ

の
こ
と

は
、
労

働
力
が
足
り
な
い
い
と
か
、

材
価

が
安
い
と
か
い

っ
た
、
以

前
の
問
題

で
す

。
個
人

に
か
ぎ
ら

ず
、
森

林
組
合
を
中

心
と
し
た
、
ア

キ
ラ

メ

ム

ー
ド
の
中
で
起

き
て
い

る
、
精

神
的
な
意
味
で
の
山

離

れ
が
進
行
し

て
い

る
と

い
う
の
が
太
音
と
い
え
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ

、
下

流

の
人
達

の
中
か
ら
は
、
森

林
の

所
有
権
と

、
利
用
権

、
あ

る
い
は
管
理
権
を
分
離
し

た

ら
ど
う
だ
と
い

っ
た
声
も
聞
こ
え

て
く
る
わ
け
で
す
。

私
も
、
桧

林
等

に
対

し
て
は

、
間

伐
を
実
行
し
な
い

所

有
者

に
対
し
て
は

、
ペ

ナ
ル

テ
ィ
を
課
し
て
で
も
、

平成 10年 度 予 定

整
備
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
強
い
姿
勢
が
必
要
な
時
期
に

来
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

既
に
、
林
業
活
動
へ
の
補
助
は
、
環
境
を
守
る
た
め

の
投
資
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
つ
、
そ
う
い
っ
た
時
代

に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
も
自
覚
し
て
、

更
に
、
誇
を
持
っ
て
林
業
を
前
向
に
進
め
て
行
く
こ
と

が
必
要
で
す
。

四
、
山
村
林
業
あ
れ
こ
れ

肖

`
住
む
者

も
、
経
営

の
対

価
を
よ
り
多
く
求
め

補 助 金 のお 知 ら せ 1表 2

工 種 名 区  分
補 助 金 額

(lha当 り )
内     容

新 植
0.1ha以 上

(250本 以 上 )

(再 造 林 )

270,000~

620,000円 位

(拡 大造 林 )

410,000~

830,000円 位

補 助 金 額 は 流 域森 林 総 合

整 備 事 業 の場 合 で 次 の 2

つ に よ って 違 い ま す 。

1.普 通林

2.保 安 林 及 び 団 地 共 同

森 林施 業 計 画

下 刈

保 安 林

(7年 生 まで )

121,000円 位 1回 刈 の場 合 。

187,000円 位 2回 刈 の鳩 合 。

普 通 林

(7年 生 ま で )
121,000円 位 ,

流 域 森 林 総 合 整 備 事 業 の

場 合 。

除 間 伐

(間 伐 )

保 安 林

(11~45年 )
337,000円 位

間 伐 率 は 20%以 上 で す 。

間 伐 作業 を し た と こ ろ に

つ い て は、森 林 保 険 に 加

入 し て い た だ く た め 、間

伐 補 助金 よ り掛 金を 差 し

引 か せて い た だ き ま す 。

普 通 林

(11~45年 )
206,000円 位

枝 打
保 安 林

団   共 260,000円 位

11年 生~3(萍 生 まで で す。

初 め て の枝打 に限 り ます 。

枝 打 の高 さ は 4m~6m

で す 。

参

対 象面 積 は お お む ね 0.10ha以 上 で す 。

作業 の 前 後 に は必 ず写 真 を 撮 っ て お いて 下 さい 。

補助 金 は 予 算 の範 囲 内 で す 。

不明 の 点 は 森 林 組 合 にお 問 い合 わ せ下 さ い。

※○

○
○
○

て
行
く
中
で
、
第
一
次
産
業
か
ら
の
撤
退
を
よ
ぎ
な
く

さ
れ
、
更
に
、
現
在
の
材
価
か
ら
見
る
と
、
杉
、
桧
に

は
、
な
ん
の
魅
力
も
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
多
く

の
山
林
所
有
者
で
す
。

ま
し
て
、
私
の
村
の
よ
う
に
、
山
か
ら
山
へ
、
太
陽

か
出
入
す
る
よ
う
な
狭
谷
に
あ
っ
て
は
、
常
緑
の
杉
、

桧
の
成
長
に
つ
れ
、
冬
の
日
照
が
年
々
減
少
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。

尾
根
筋
や
、
麓
の
部
分
は
伐
採
し
て
、
陽
当
り
を
良

く
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、
一
般
住
民
の
声
が
、
多
数
を

占
め
る
こ
と
に
な
り
、
村
役
場
も
別
表
三
の
よ
う
に
補

償
金
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
上
限
の
二
〇
〇

万
円
や
、
一
日
最
長
日
照
時
間
が
三
時
間
以
下
と
い
っ

た
制
約
等
あ
る
も
の
の
、
原
木
市
場
に
出
荷
す
る
よ
り

は
、
そ
の
額
が
良
い
と
な
れ
ば
、
道
路
際
で
さ
え
、
捨

て
伐
の
状
態
に
な
る
か
、
又
、
素
材
業
者
が
無
償
で
手

に
入
れ
、
そ
れ
ら
を
市
場
に
出
荷
す
る
こ
と
に
よ
り
、

材
価
を
更
に
下
落
さ
せ
る
と
い
っ
た
様
相
さ
え
、
呈
す

る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
な
る
と
、
業
と
し
て
の
林
業
か

業
で
な
く
な
り
、
な
ん
の
為
に
林
業
を
行
な
っ
て
い
る

の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
の
が
、
多
く
の

林
家
の
本
音
だ
と
思
い
ま
す
。

カ
ス
ミ
を
食
べ
て
は
生
活
出
来
な
い
わ
け
で
す
。

木
材
生
産
を
対
象
と
し
た
林
業
の
中
に
も
、
と
き
に

は
、
品
種
の
問
題
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
り
と
、
育
林
問

題
や
販
路
な
ど
研
究
の
余
地
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
ら
も
、
今
考
え
て
見
る
と
、
な
ん
だ
っ
た
ん
だ
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

4
{
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五
、
ア
メ
と
ム
チ

(
無
知
)

ん
が
、
林
業
を
続
け
て
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
評
価
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
苦
し
い
時
代
、
必
死
に
林
業
を
守
り

育
て
て
い
る
林
家
を
直
撃
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
地
方

環
境
問
題
イ
コ
ー
ル
森
林
問
題
、
イ
コ
ー
ル
林
業
問
 

に
あ
っ
て
は
、
働
く
場
と
し
て
の
林
家
の
役
割
が
そ
こ

題
と
お
き
か
え
て
考
え
た
場
合
、
前
述
し
た
如
ぐ
既
に
、
 
に

あ
る
わ
け
で
す
。

日
本

型
の
林
業

デ
カ
ッ
プ
リ
ッ

グ
と

い
わ
れ
る
よ
う
な

補
助
制

度

に
な

っ
て
来

て
い

る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
、

大
き

な
問
題

が
あ
り
ま
す
。

補
助

金
を

ア
メ
と
見

る
と
、
環

境
を
守
っ
て
行
け
な

く
し

て
い

る
大
き

な
ム
チ

(
無
知

)
強

力
な

ム
チ

(
無

知

)
が

あ

る
わ
け

で
す
。
そ

れ
は

、
超

高
価
な
都
市
近

郊

の
林
地
評
価

に
基

ず
く
相
続
税

の
問

題
で
す
。

相

続
税
そ

の
も

の
を
否

定
す

る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ

立 木 補 償 額 表表 3

樹齢 樹 類 村道 ･農道 伐課費

2岬 杉・桧 3,100円

800円

27 Xy Xy

Z8 Xy 7y

29 ” Xy

30 XX XX

31 XX

3,500

1,000

32 XX

33 XX

34 Xy

35 yy

36 Xy

37 7y

38 /7

39 ”

40 ”

41

~50

yゞ

XX

Xy

甓 Xy 5,000

樹廻

り 2
m以
上

XX 7,1)0

私

は
逆
に
、
今

後
共
林
業

を
続
け
て
行
く
林
家

に
対

し

て
は
、
現

在
の
評
価
か
ら
し
て
、
高

額
な
税
負
担
を

し

い
ら
れ
て
い
る
林
家
ほ
ど
緑
環
境
を
守
る
上
で
、
社

会
貢
献
し

て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
、
今

の
相
続
税
額
分

を
還
付

す
る
と
い
っ
た
制
度

こ
そ
、
社

会
正

義
の
上
か

ら
も

こ
れ
か
ら
の
時
代
、
必
要

と
感
じ
て
い

る
わ
け
で

す

。相

続
税
の
無
い
国
有
林
の
姿
を
見
て
も
、
民

有
林
の

厳
し
さ
が
わ
か
ろ
う
と
い

う
も
の
で
す
。

後
継
者
問
題
も
包
括
し

て
、
早
急
に
是
正
し
な
い

か
ぎ
り
、
日
本
の
山
は
、

荒
れ
放
題
に
な
る
こ
と
は

必
至
で
す
。

六

、

樹齢 樹 類 村道 ･晨道 伐採賢

1年 杉 ・桧 350円

0円

2 XX //

3 Xy 400

4 Xy 550

5 XX 700

6 Xy 850

7 XX 1,000

8 XX 1,150

9 XX 1,300

10 XX 1,450

11 XX 1,600

600

12 XX 1,750

13 XX 1,900

14 Xy 2,050

15. が 2,200

16 Xy 2,350

700

17 XX 2,500

18 Xy 2,650

19 XX 2,800

20 Xy 2,950

21 Xy 3,100

800

22 XX μ

23 Xy Xy

24 Xy μ

25 Xy μ

さ

い

ご

に

炭
や
薪
を
中
心
と
し
た

生
活
林
的
な
部
分
か
ら
、

用
材
林
と
し
て
の
山

(
森

林
)
そ
し
て
環
境
林
と
し

て
の
価
値
が
、
国
民
合
意

の
上
で
、
す
で
に
あ
た
り

前
の
時
代
で
あ
る
わ
け
で

す
。
そ
の
当
り
前
の
こ
と
が
制
度
上
、
な
さ
れ
て
い
な

い
所
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。

私
共
、
山
村
に
暮
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
も
、
山
の

生
か
し
方
は
、
時
代
の
流
れ
の
変
化
の
中
で
、
多
く
の

人
々
が
な
に
を
望
ん
で
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら

に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
、
山
の
恵
を
提
供
す
る
か
と

い
っ
た
こ
と
に
汗
を
流
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
答
え

て
来
た
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
す
。

燃
料
や
建
築
資
材
と
し
て
下
流
の
人
達
が
欲
し
て
い

た
時
代
は
、
経
済
的
な
価
値
が
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
森
林
を
整
備
す
る
こ
と
が
出
来
て
来
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
前
述
し
た
如
く
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

下
流
の
人
達
に
と
っ
て
も
、
環
境
と
い
う
こ
と
に
対

し
て
、
森
林
の
占
め
て
い
た
位
置
と
、
そ
れ
に
対
す
る

林
業
活
動
と
い
う
も
の
を
考
え
な
く
て
も
良
か
っ
た
時

代
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
い
ま
は
ち
が
い
ま
す
。
共

生
の
山
づ
く
り
、
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で

す
。こ

れ
か
ら
の
地
球
人
と
し
て
考
え
た
場
合
、
日
本
社

会
が
追
求
し
て
き
た
、
経
済
論
理
を
最
優
先
さ
せ
る
よ

う
な
施
策
は
過
去
の
も
の
と
し
て
、
今
後
の
取
る
べ
き

道
は
、
環
境
問
題
を
第
一
に
考
え
て
行
く
、
そ
う
い
っ

た
社
会
の
構
築
こ
そ
が
我
々
が
目
指
し
て
い
る
幸
福
な

国
づ
く
り
に
連
な
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
地
球
上
で
天
が
与
え
て
下
さ
っ
た
最
大
の

贈
り
物
と
い
わ
れ
て
い
る
森
林
を
人
間
の
知
恵
に
よ
り

更
に
大
き
な
恩
恵
に
導
く
林
業
活
動
を
経
済
効
率
に
合

わ
な
い
か
ら
と
い
う
だ
け
で
、
止
し
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
は
、
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。
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ytつ
I

里
山
に
広
が
る
ゴ
ミ
処
分
場
問
題

-
東

海
地
方
の
現
状
か
ら

I

は

じ

め

に

は
目
の
前
か
ら
ゴ
ミ
袋

が
消
え
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
で
お

わ
り
で
あ
る
。
だ
が
農
山
村
や
離
島
に
住
む
人
々
に
と
っ

て
は
、
今

日
た
だ
今
の
生
き
死
に
に

つ
な
が
る
環
境
問

現
在
、
ゴ
ミ
処
分
場
を
め
ぐ
る
紛
争
か
全
国
各
地
で
 

題
な
の
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る

(
I
)
。

増
え
て
い
る
。
廃
棄
物
処
分
場
問
題
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
事
務
局
に
よ
る
と
、
九
六
年
七
月
時
点
で
の
全
国
の

紛
争
箇
所
は
二
七
四
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
増
え
続

け
、
九
八
年
六
月
時
点
で
は
、
ゴ
ミ
の
埋
め
立
て
を
巡

る
紛
争
が
約
五
〇
〇
件
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
に
か
ら
む
紛

争
が
数
百
件
あ
る
だ
ろ
う
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
私
が
、

愛
知
、
三
重
、
岐
阜
の
三
県
で
確
認
し
て
い
る
紛
争
だ

け
で
も
、
九
六
年
七
月
時
点
の
二
四
件
か
ら
、
以

降

九
九
年
五
月
現
在
ま
で
に
さ
ら
に
二
九
件
も
増
え
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
紛
争
の
中
に
は
、
過
疎
地
域

に
お
い
て
、
簡
易
水
道
や
農
業
用
水
の
水
源
林
の
谷
間

に
産
業
廃
棄
物
の
処
分
場
が
作
ら
れ

(
あ
る
い
は
計
画

さ
れ
)
、
これ
に
対
し
て
住
民
が
地
域
ぐ
る
み
で
反
対

運
動
に
立
ち
上
か
っ
て
い
る
事
例
が
多
い
。

上
記
の
「
全

国
ネ
ッ
ト
」
事
務
局
で
活
動
し
て
い
る

津
川
敬
氏
は
「
多

く
の
都
会
人
に
と
っ
て
ゴ
ミ
問
題
とi

i
l
I
占

r
l
I
i
♂
―
一

-
r
『

六

〇
年

代

の

高
度
成

長
時

代
以

降

の
日
本

経
済

の

「
発

展
」
は

、
農
山
魚
村
を
犠

牲

に
し

て
成

り
立

っ
て

き
た
と
い
え

る
が
、
水

源
林
地
帯
に
ゴ
ミ
の
ダ

ム
を
作

り
、
水

と
森
林
環
境
を
汚

染
す

る
に
ま
か
せ
て
い

る
今

日
の
事
態
は
、
流

域
社
会
に
お
け

る
「
絶

対
的
矛
盾
」

と
言
う

べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

ゴ
ミ
問
題
全
体
を
論
ず

る
用
意
は
私

に
は
な
い

が
、

中
部
地
方
の
里
山
地
帯
で
起
き
て
い

る
ゴ
ミ
処
分
場
問

題

の
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
し

て
、
流

域
社
会

に
お

け

る
水

と
森
林
環
境
、
里
山
の
保
全
と
管
理
な
ど
の
テ
ー

マ
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
材
料

に
し

て
み
た
い

。

H
 
愛
知
県
に
お
け
る
ゴ
ミ
処
分

場
の
分
布
状
況

愛
知
県
内
の
一
年
間
の
廃
棄
物
排
出
量
は
、
約

桐
 
村
 
 

剛

(
東
京
大
学
愛
知
演
習
林
)

二
〇
〇
〇
万

ト
ン
。
内

訳
は
、
産

業
廃
棄

物
八
七

%
、

一
般
廃
棄

物

一
三

%
。
こ

れ
が
リ

サ
イ
ク
ル
ま
た
は
焼

却

に
よ
り

減
量

さ
れ
た
後
、
三
九
三
万

ト
ッ

(
排
出
量

の
二
〇
%
)
が

、
県

内

お
よ
び
県
外

に
て
最
終
処
分
す

な

わ
ち
埋

め
立

て
ら
れ
て
い
る

(
2
)
。

一
九

九
七

年
現
在
稼

働
中
の
最

終
処
分
場
は
三
七

一

ヵ
所

【
】
般

廃
棄
物
九

五
、
産
業

廃
棄

物
二

六

五

)
。

産
業
廃
棄

物
焼
却
場
二

四
五
ヵ
所

。
こ

の
ほ
か

に
県

の

許
可

が
い
ら
な

い
三
〇
〇
〇
㎡

以
下
の
「
ミ

ニ
処
分
場
」

が
多
数

あ

る
が
、
そ

の
数

は
不
明

で
あ
る
。

ゴ
ミ
処

分
場

に
は
、
次

の
三

つ
の
種

類
が
あ
る
。

○
遮

断

型
処

分
場
 

コ

ン
ク
リ

ー
ト

の
仕
切
り
な
ど
で

雨
水
や
地

7
匚豕
ど
遮
断

さ
れ

た
構

造
物
に
、
医

療
、

化
学

な
ど
の
有
害

な
廃
棄
物
を
埋

め
立
て
る
。

○
安

定

型
処
分
場

建

築
廃
棄
物

、
金

属
・
ガ

ラ

ス

ー

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク
な
ど
の
性
状

が
安
定

し
て
い

る
六
品

目

の
廃

棄
物
を

そ
の
ま
ま
埋
め
立

て
、
終

了
後
、
飛

散
及

び
流
出
を
防
止

す
る
た
め

に
土

で
覆

う
。
植

樹

す

る
場
合
も

あ
る
。

○
管

理
型
処

分
場

遮
水

シ
ー
ト

(
厚
さ

I
・
五
ミ
リ

~
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の
合
成

ゴ
ム

)
を
張
り

、
排

水
処
理
施
設
を
備
え

た

と
こ
ろ

に
、
上

の
二

つ
の
処

分
場
で
処
理
さ
れ

る
も

の
以
外

(
汚
泥
、
焼

却
灰

、
動

物
性
廃
棄
物
な
ど

)

を
埋

め
立

て
る
。

こ

の
ほ
か

に
、
中

間
処
理
場

も
た
く
さ
ん
あ

る
。

※
一

般
処

分
場

の
焼
却
灰
は

、
安
定

型
で
埋
め
立
て

ら

れ
て
い
た

が
、
最

近
、
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
の
危
険
性

が

指

摘
さ
れ

る
よ

う
に
な
り

、
‐
厚生

省
は
管
理
型

に
取

り
替
え

る
よ

う
指
示

し
て

い
る
。

処
分

場
の
規

模
に

つ
い

て
は
、
小

さ
な
山
間
集
落

が
す

っ

ぽ
り
入

っ
て
し
ま
う

ほ
ど
の
六
七
万

㎡

に
も

及

ぶ
大

き
な

も
の
も
あ

る
が
、
一
万

y
一
〇
万

㎡

の

も

の
が
多
い

。

さ
て
、
県

の
資
料
に
基

づ
き
最
終

処
分
場
三
七
一

ヵ
所

の
所
在

地
を
五
万

分
の

一
地
形
図

と
ゼ
ン
リ
ン

住
宅
地
図

に
よ

っ
て
周
辺
環
境
を

分
類
し

、
こ

の
う

ち
三
〇
ヵ

所

の
現

地
踏
査
と
聞
き
取

り
調
査
を
お
こ

な

っ
た
。

ま

ず
地

理
的

分
布
と
し
て

は
次

の
よ
う
な
こ
と

が

言
え

る
。

①

名
古
屋
市

や

都
市

の
中
心
部

、
そ

し
て
奥
三
河
地

方
の
山
村

地
帯

に
は
今
の
と
こ

ろ
な
い
。

②

豊
橋

市

(
五
八
ヵ

所

)
、
豊
田
市

(
二
六

)
、
瀬
戸

市

(
二
二

)
、
岡
崎
市

(
一
八

)
、
小
牧
市

(
一
〇
)

な
ど
の
工
業

都
市

の
交
通
の

便
の
良

い
山
間

部
と
、

伊
勢
湾

お
よ

び
三
河

湾
の
臨
海
埋

立
地

に
多
く
立
地

さ
れ
て

い
る

。

③

渥
美

半
島

の
畑

作
地
帯
、
木

曽
川
沿

岸
の
水
田
地

帯

に
も
多

い

。

次

に
、
処

分
場

が
ど
の
よ

う
な
環
境
に
立
地
し
て

い

愛知県 内の廃棄物処分場分布図 一 1

産業 廃棄 物最終処分場
県 合計 265

一般 廃棄物最終 処分場

県 合計 95

●

× 産 業 廃棄物焼却 場

県 合計 245愛知県環境 部資料により作成した
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る
か

に

つ
い
て
以
下

の
六

つ
に
類
型
化
し

た
。

こ
こ
で
は
、
処

分
場

の
周
囲
地
域

一
〇
〇
h
の

森
林

率

が
概

ね
七
〇
%
以

上

で
あ

る
地
域

を

「
山

間

地

」
、

森
林
率
七
〇
%
以

下

で
住
宅
・
工

場
地

が
概

ね
五
〇
%

を
超
え

る
地
域

を
「
都

市
近
郊
緑

地

」
、
水
田

が
五

〇

%
以

上
占
め

る
地

域
を
「
水

田
地
帯

」
、
畑

が
五
〇
%

を
占
め

る
地
域
を
「
畑

作
地
帯
」
と

し

た
。

①

山
間
地
・
:
一
五
〇
ヵ

所

(
全
体

の
約
四
〇
%
)

周
囲
は
概

ね
天

然
性
二
次
林

(
雑
木
林

)
だ

が
、

一
部
に
ス

ギ
、
ヒ

ノ
キ
の
人
工

林
も
あ

る
。

山
間

地
埋
め
立

て
場

所
が
多
い
都
市
は

、
瀬
戸

市

】
五
、
豊
田

市
一
四

、
岡
崎

市
一
三
、
新

城
市
七

、

小
牧
市
七

で
あ

る
。

②

都
市
近
郊
緑

地
…
四

五
ヵ
所

(
匸

一
%
)

都
市
近
郊
の
雑

木
林
や
農
地
が
開
発
さ
れ
て
住
宅
・

工
場

が
迫
っ
て
い

る
。
尾
張

東
部
、
豊

田
市

、
岡

崎

市

に
多

い
。

③

畑
作
地
帯
・
・
・
四四
ヵ
所

【
匸

】
%
)

豊
橋
市
南
部

、
渥

美
半
島

、
知

多
半
島
の
丘
陵

の

雑
木

林
や
農
廃
地

に
散
在
し

て
い
る
。

④

水
田

地
帯
・
・
・
六五

ヵ
所

(
一
八

%
)

木
曽
川
河

口
近
く

の
平

野
部
に
多
い
。
周

り
は
工

場
・
住

宅

が
迫

っ
て

い
る
。

⑤

臨
海
埋
立
地
・
ヱ
(
三
ヵ
所

(
一
七

%
)

豊
橋
港
、
衣

浦
港
に
面
し

た
埋

立
地

に
密
集
し

て

い
る
。

⑥

溜

め
池
の
埋

立
地
…
四

ヵ
所

(
一
%
)

こ
の
う
ち

、
臨

海
埋
立
地

に
は
い
く

つ
も

の
処

分
場

が
同

一
地

域

に
密
集

し
て
い

る
場
合

が
多

い
。

’
心
I
y

刈
谷
市

泉
田
町
i
九

ヵ
所

、
豊
橋
市
神
野

神
田
町

―

一
〇
ヵ

所
、
半

田
市
州

の
崎
町

-
四
ヵ
所

、
等
々
。

内
陸
部
に
お
い

て
も
、
豊

橋
市

高
塚

-
一
〇
ヵ

所
、

小

牧
市
大
草
地
区

-
七
が
所
、
常
滑
市
傘

山
宰
皀
石
田

-

五
ヵ

所
、
田
原

町
大
字
六
建

-
五
ヵ
所

な
ど
の
よ

う

に
集
中
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
多

い
。
一

つ
の
町
内
あ

る

い
は
大
字
内
に
ニ

カ
所
以
上
あ

る
ケ

ー
ス

が
、
県

全
体

で
五
七

に
も
及
ん
で
い

る
。

Ⅲ
 
処
分
場
を
め
ぐ
る
紛
争
事
例

東
海
三
県
で
起
き
て
い
る
ゴ
ミ
処
分
場
を
め
ぐ
る
紛

争
五
三
件
に
つ
い
て
、
原
因
別
に
分
類
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

①

水
道
ま
た
は
農
業
用
水
の
水
源
林
の
汚
染
に
反
対

し
て
い
る

愛
知
六
、
三
重
九
、
岐
阜
五
 

計

三
〇
件

②

森
林
・
緑
地
、
農
廃
地
な
ど
に
で
の
産
廃
野
焼
き

に
よ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
汚
染
を
心
配
し
い
て

い
る愛

知
四
、
三
重
三
、
岐
阜
二
 

計
 

九
件

③

住
宅
地
近
く
に
あ
る
た
め
環
境
の
悪
化
に
反
対
し

て
い
る

愛
知
六
、
三
重
二
、
岐
阜
=
匸
 
計
 
一
一
件

④

海
浜
の
埋
め
立
あ
る
い
は
汚
染
に
反
対
し
て
い
る

愛
知
三
 
 
 
 
 
 
 
 

計
 

三
件

1
農

業
用
水
水
源
汚
染
と
闘
う

愛
知
県
新
城
市
吉
川
桧
峠

新
城
市
吉
川
は
、
豊
川
の
支
流
大
入
川
に
沿
っ
た
山

裾
に
広
が
る
農
村
集
落
で
あ
る
。
五
つ
の
小
さ
な
集
落
 

2
0

に
分
か
れ
、
戸
数
は
一
五
六
戸
。
大
入
川
に
沿
っ
て
水

田
が
広
が
り
、
後
背
の
里
山
に
は
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
が

植
え
ら
れ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
が
兼
業
農
家
で
、
市
内
お
よ
び
豊
橋
方
面

へ
通
勤
し
な
が
ら
二
〇
圭

二
〇
ア
ー
ル
の
水
田
を
耕
し
、

野
菜
を
作
っ
て
い
る
。
(
ウ
ス
園
芸
農
家
も
い
る
。
山

林
保
有
は
平
均
一
戸
当
た
り
五
〇
~
六
〇
ア

ー
ル
。
新

城
市
の
森
林
率
六
一
%
、
人
工
林
率
七
六
%
。
県
内
で

は
林
業
地
帯
に
属
す
る
。
か
つ
て
は
、
農
業
資
材
、
肥

料
の
下
草
、
落
葉
の
採
取
、
薪
炭
の
生
産
の
た
め
に
利

用
さ
れ
て
い
た
巫
山
地
帯
は
、
今
は
ほ
ぽ
全
域
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
と
な
っ
て
い
る
。
手
入
れ
も
ま
ず
ま

ず
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

一
九
八
七
年
、
こ
の
集
落
の
上
流
の
檜
峠
の
谷
間
に

六
〇
〇
〇
㎡
の
産
業
廃
棄
物
処
分
場
を
建
設
す
る
話
が

起
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
地
元
農
家
三
九
名
が
反

対
に
起
ち
上
が
っ
た
た
め
、
業
者
は
一
度
は
建
設
を
断

念
し
た
が
、
八
九
年
、
別
の
業
者
が
処
分
場
建
設
を
届

け
出
、
県
は
こ
れ
を
受
理
し
た
。

地
元
で
は
、
新
城
地
方
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
反
対

協
議
会
を
結
成
。
し
か
し
、
業
者
は
工
事
を
強
行
。
反

対
住
民
ら
は
「
工

事
差
し
止
め
」
裁
判
提
訴
し
た
。

九
〇
年
四
月
、
廃
棄
物
埋
立
開
始
。
こ
れ
に
よ
り
、

隣
接
す
る
市
道
の
崩
壊
や
、
大
入
川
支
流
雲
沢
川
の
汚

濁
が
始
ま
る
。

九
一
年
三
月
、
原
告
住
民
ら
は
、
愛
知
県
に
対
し
て

も
監
督
不
行
届
の
責
任
を
追
及
し
提
訴
。

九
五
年
九
月
、
業
者
を
訴
え
た
裁
判
に
て
、
住
民
側

y
e
乙
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全
面

勝
利

。
翌

九
六

年
五

月
、
県

を
訴
え
た
裁
判
判
決
。

処
分
場
か

ら
の
放
流
水

に
よ

る
水
稲
被

害
お
よ
び
、
道

路
崩
落
被

害
の
損

害
賠
償
請
求
に

つ
い

て
は
却
下

さ
れ

た
が
、
水

質

保
全

に
つ
い
て
、
自

治
体

が
国

よ
り
厳
し

い
規
制
を

設
け
て

い
る
「
上

乗
せ
条
例
」
は

適
用
さ
れ

る
、
と

の
初
め
て

の
判

断
を
示

し
、
県

が
業

者
に
対
し

て
命
令
を

怠
っ

た
こ

と
を
認
め
た
。

地
元

住
民

ら
の
闘

い
は
、
次

の
点
で
画
期

的
な
意
義

が
あ
っ
た
と

評
価

で
き

る
だ
ろ
う
。

①

愛
知
県

内

に
お
い
て
初
め
て
産
業
廃
棄
物

処
分
場

問
題
を

ク

ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
せ

、
地
域
住
民
、
行
政
、

司
法
、
業

者

ら

に
大

き
な
問
題
提
起
を
な
し
た
こ
と
。

②

裁
判

に
勝

っ
た
こ

と
だ
け
で
な
く
、
こ
の
過
程
で
、

新
城
市
「
産

業
廃
棄
物

指
導
要
綱
」
制

定

(
八
九
年

八
月

)
、
愛
知
県
「
産

業
廃
棄

物
指

導
要

綱

」
制

定

(
九
一
年
四
月

)
に

対
し
て

大
き

な
影

響
を

与
え

た

こ
と

O

③

地
域
住
民

の
生

産
と
生
活
に
根

ざ
し

た
闘
い
と
学

者
ら

の
活

動

が
結

合
し
て
、
農

業

(
稲
作
)
と

環
境

を
守

る
闘

い
を
大

き
く
前
進
さ
せ

た
こ

と
。

産
廃
処

分
場

が
川

の
水
を
汚
染

さ
せ

、
、
ゴ
マ
葉

枯
れ

病
に
よ

る
減
収

を
も
た
ら
し
、
ま

た
、
よ

し
の

ぽ
り
や

サ
ワ

ガ
ニ
を

全
滅
さ
せ
た
こ
と

な
ど
、
水

質

悪
化
を
科

学
的

に
立

証
し
た
。
こ

れ

は
原

告

S
氏
ら

の
無

農
薬
・
有

機

農
法
に
よ

る
コ

メ
作

り
運
動
と
、

H
教

授

(
愛
知
大
学

)
ら

の
科
学
的

な
調
査
活
動

の

成
果

で
あ

る
。

(
以
上

は
、
S
さ

ん
か
ら

の
聞
き
取

り
、
豊

川
を

勉

強
す

る
会

発
行

「
月

刊

と
よ

が
わ

」
胞

一
五

四

、

一
六
二

な
ど
を
参

考
に
し

た
。
)

I
I
I
I
I

2
開

拓
地
が

。
産
廃
銀
座
’
に

愛
知
県
小
牧
市
大
草
地
区

大
規
模
な
住
宅
団
地
と
中
央
自
動
車
道
に
囲

ま
れ
た

緑
地
、
農

地

(
水
田

と
畑

)
、
工
場

.
住

宅

な
ど

が
無

秩
序

に
混
在
し

て
い
る
。
産
廃
処
分
場

が
密
集
し
て
い

る
地
域
は

、
愛
知
用
水

の
建

設

(
一
九
六

一
年
通
水

)

に
伴

っ
て

、
県
有

林
を
開
拓
し

た
と
こ

ろ
で
あ

る
。

一
九
六
〇
年

か
ら
五
〇
世

帯

が
入
植
し
、
一

戸
当

た

り

丁

六

h
の

農
地
を
切
り
開

い
た

。
現
在
稼
働
中

の

溜
め
池

が
下

流

の
水
田

に
用
水
を
供
給
し
て
い

る
。

こ
こ

に
、
小

牧
市
内

に
あ

る

I
〇
ヵ
所
の
処
分
場

の

う
ち
六
ヵ
所

が
集
中
し

て
い
る
。
か

つ
て
養
豚
、
養

鶏

を
や

っ
て
い

た
開
拓

農
家

が
廃
業
し

て
土
地
を
売
り
処

分
場
と
な

っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

面
積
規
模
は

、
一
番
大

き
い
の
が
三
万
二
四
〇
〇
㎡

、

小

さ
い
の
が
二

四
〇
〇
㎡

で
あ
る
。
安
定
型
処
分
場

が

五
ヵ
所

。
管
理

型
処
分
場
が

I
ヵ
所

。

九
六
年

、
大
草
地
区

の
三
つ
の
自
治
会

が
、
小

規
模

な
埋
立
地
や

、
農
地

造
成
の
名
目

で
、
地
元

の
同

意
も

な

く
、
処
分
場

が
次

々
と

建
設
さ
れ

て
い
る
こ

と
や
、

ゴ
ミ

の
不
法
投

棄
か
増
え
て
い
る
こ
と
に
対
す

る
対

策

を
市

に
要
求

し
た
。
「
上
流
か

ら
悪
水

が
流
れ

て
く

る

の
は
許
し

て
お
け
な
い
。
稲

に
影
響
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
心
配
だ
。
溜

め
池
に
汚
染
が
積

も
っ
て
い
く
の

も
心
配
だ
。
大

手
の
業
者
と
は
、
水

質
保
全
な
ど
に
注

意

す
る
と
の
協
定
を
餡
ん
で
い
る
が
、
小

さ
い
業

者
が

次

々
と

知
ら
ぬ
間
に
作

っ
て
い
る
。
」
(
下流
部

で
農
業

を
営
む
U
さ

ん

)
。

こ
れ
を
受

け
て
、
九

七
年
、
小

牧
市
は
県
内
で
は
半

田

市
、
新
城

市
に
次
ぐ
三
番
目
の
「
指

導
要

綱
な
ら
び

に
処
理
施
設
の
立
地
等

に
関
す
る
基

準
」
を
制
定
し
た
。

こ
の
内
容
は
、
前

の
二

つ
と
比

べ
る
と
格

段
に
前
進

し

て
い
る
。

①

規
制
の
外

に
あ

る
「
ミ

ニ
処
分

場
」
に

適
用

の
範

囲

を
広
げ
た

。
す
な

わ
ち
埋
立
面
積

一
〇
〇
〇
㎡

以

上

の
「
小

規
模
場
内
自
己
処
分

場

」
(
排
出
事

業
者

が
工

場
内
に
自
ら
設

置
す

る
も

の
)
と

、
五

〇
〇
㎡

以
上

の
「
小

規
模
場
外
自
己
処

分

場
」
(
工
場

外

に

設
置
す

る
も
の

)
と
を
対
象

に
加
え

た

。

②

中
間
処
理
施
設

、
積
替
え
・
保

管
施

設

な
ど
に
も

適
用
す

る
。

③

市
と
の
事
前
協
議

の
ほ
か

に
、
関

係
地
域
住
民

の

承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

ア
、
最

終
処
分
場
予
定
地
か

ら
三
〇
〇
m
以

内

の
土

地
を
含
む
自
治
会

の
代
表
者

イ
、
予
定

地
の
土
地
所

有
者

。
搬
入
道
路
の
管
理
去
鳬

ウ
、
隣

接
地

の
所
有

者

エ
、
五

〇
〇
m
以

内

の
河
川

、
水

路
等

の
管
理
者
、

水
利

権
者
及
び
耕

作
者

の
団
体

の
長
。

オ
、
最
終

処
分
場
閉
鎖

後
に
係

る
苦

情
処
理

(
補
償
、

賠

償
を
含
む

)
を
責
任
を
も

っ
て
行
う
誓
約
書
、

連

帯
保
証
書
。

④

環
境
保
全
に
関
す

る
協
定
を
関

係
地
域
の
自
治
会

等

と
締
結
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

⑤

最
終
処
分
場

の
立
地

条
件

と
し
て
、

ア
、
住

宅
、
店

舗
等

の
建
物

の
敷
地
か
ら
三
五
〇
m

以

上

で
あ

る
こ

と
。
学
校

、
病

院
、
図

書
館
な
ど

か
ら

I
〇
〇
m
以

上

で
あ
る
こ
と
。
河

川
、
池

沼

か
ら
五
〇
m
以

上

で
あ
る
こ

と
。

イ
、
鳥

獣
特
別

保
護
区

、
保

安
林
を
含
ま
な
い
。

21



瀬戸市余床地区 鎗扱中の管理型処分場

ウ
、
以
下
の
場
所
を
原
則
と
し
て
含
ま
な
い
。

自
然
公
園
、
自
然
環
境
保
全
地
域
、
鳥
獣
保
護

区
、
都
市
計
画
施
設
、
公
共
施
設
と
し
て
将
来
計

画
が
あ
る
区
域
。
文
化
財
保
護
を
図
る
必
要
の
あ

る
場
所
。
優
良
農
地
と
し
て
保
全
を
図
る
必
要
の

あ
る
場
所
。

⑥

放
流
水
の
水
質
の
維
持
管
理
基
準
の
厳
正
化
。

3
 
悪

臭

漂
う
山
里

愛
知
県
瀬
戸

市
余
床
町
ほ

か

市

の
中
心
部

か
ら
約
八

㎞
の
山
間
部
の
小
さ
な
集
蘰

。

江

戸
時

代

後
期

に

は

二

〇
戸

あ

っ

た

と

い

わ

れ

、

一
九
七

〇
年

頃

は
一
六
戸
、
現

在

一
一
戸

で
あ
る
。

か

つ
て
は
、
山

間

の
水
田

と
畑
、
そ

し

て
薪
や
下

草

を
採
取

す

る
里
山

に
依

存
す

る
生
活

で
あ

っ

た

が
、

六

〇
年

代
以

降

、
瀬

戸
市
の
中
心
部

へ
働
き

に
出

る
よ

`
i

瀬 戸 市 広 の田 地 区 の 処 分 場

う
に
な
っ
た
。

現

在
は
、
窯

業

二
尸
、
建

築
業

一
戸
、
自

動
車
修
理

業
一
戸

、
石

彫
家
一
戸

、
他

の
七
戸

は
外
に
働
き

に
出

て
い
る
。

も
と
も

と
狭

い
耕
地
で
あ

っ
た
が
、
水

田
は
ほ
と
ん

ど
廃
田

に
な
り
、
現
在
耕
作
し
て
い
る
の
は
約
四
〇
ア

ー

ル
の
水
田

と
自
家

用
野
菜
畑
で
あ
る
。
山

林
は
一
部

ス

ギ
人
工
林

が
あ
る
が
ほ
と
ん
ど
は
雑
木
林
で
あ
る
。

九
二

年
、
こ

の
雑
木
林
の
一
角
で
山
砂
採
取

の
開
発

が
は
じ
め
ら
れ
た
。
そ

し
て
、
九

五
年
か
ら
、
そ

の
跡

地
に

C
開
発
が
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場

(
約
一
〇
万

㎡

)
を
建
設
中
。
九
七

年
か
ら
一
一
年
間

稼
働
予

定
の

特
定
有
害
廃
棄
物
、
廃
石

綿
等
の
管

理
型
処
分
場

で
あ

る
。地

元
集
落
住
民

は
、
当

初
困
惑
し

た
が
「
処

分

場
の

こ
と
も
よ
ぐ
分
か
ら
な
か
っ
た
し
、
他
所
者
の
手
に
渡
つ

土岐市 儷木地区 違法な野焼 の跡

岐 阜県 御 嵩 町 の 小 和 沢 地 区 (右 の 谷 間 )

左 下 は木 曽 川 と 丸 山 ダ ム

た
山

だ
か
ら
止
む
を
得
な
い
」
と

い

う
雰
囲

気
で
、
特

別

の
反
対

運
動
も
せ
ず
、
保

全
を
き

ち
ん
と
す
る
と
い

う
約
束

で
、
押

し
切

ら
れ

た
。

現
在

、
集

落
の
住
宅
の
す
ぐ
近
く

で
、
別

の
業
者

が

土
砂
採
取

の
た
め
の
開
発

(
約
一
〇
万

㎡
)
を

行
っ
て

い
る
。
こ

の
跡
地

に
つ
い
て
、
N
開

発

(
産
廃

処
分
業

者

)
が
、
二

つ
目

の
処
分
場

(
管
理

型
)
の
建

設
計
画

を

進
め

て
い
る
。

住
民
は
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
机
分

場
で
サ
ッ
ド
ウ
ィ
ツ

チ
さ
れ

る
生
活
は

ゴ
メ
ン
だ
と
、
全

員

が
反
対
署
名
し

て
い

る
。
下

流
部
の
水
野

地
区
自

治
会
に
も
、
反

対
し

て
く
れ
と
要

請
し
て
い

る
が
、
「
権
限

が
な

い

か
ら
」

と
応
え
て
く
れ
な
い
そ
う
だ

。

六

年
前
に
静
か
な
と
こ

ろ
を
求

め
て
空
家
を
借
り
て

住
み
つ
い
た
と
い
う
石
彫
家

の
K
氏

は
「
ゴ

ミ
捨
て
場

や
土
石

採
り
場
の
開
発

で
プ
ル
や

シ
ョ

ベ
ル
カ

ー
の
う

丶
I
7
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瑤

な
り
か
や

か
ま
し
く
な

っ
て
困
っ

て
い
る
。
ま

た
一

つ

産
廃
処
分

場
の
話

が
出
て
、
ど

う
対
処

し
た
ら
よ
い

の

か
」
と

話

し
て
い

る
。

C
開

発
事
業
所
長
の
話

に
よ

る
と
、
本

社
は
三
重
県

桑
名
市

に
あ
る
か
、
三

重
県
で
は
住
民

の
反
対

が
各
地

で
起
こ

っ
て
い
て
い

る
の
で
手
を

広
げ
る
の
が
難
し

く

な
り

つ
つ
あ
る
の
で
こ
こ
を
開
発
し

た
そ
う
で
あ

る
。

ゴ
ミ

は
、
ほ

と
ん
ど
関
東
圏

か
ら
搬
入
し
て

お
り

、

運
送
コ

ス
ト
が
か
か

っ
て
も
処
理

費
が
安
い

の
で
採

算

が
あ

う
の
で
あ
ろ
う

。

昨
年
九
月

に
、
学

生
実

習
で
見

学
を
し
た
時

、
ゴ

ム

シ
ー
ト

が
張

り
め
ぐ

さ
れ
た
谷
底

に
は
真

つ
黒

な
水

が

溜

ま
り
て
お
り
、
異

様

な
臭
気

の
ガ
ス
が
発
生
し

て
い

た
。
お

そ
ら
く
、
廃

棄

物
と
雨

水
が
太
陽
熱

に
よ
っ
て

化
学
反
応

を
起
こ
し

た
も
の
で
あ
ろ
う

。
学
生

の
中

に

は

、
気

持
ち
を
悪

く
し

て
す
ぐ
に
退
散
す

る
も
の
も
い

た
。
住

民
か
ら
も
苦

情
が
出
て
お
り
、
所

長
は
そ
の
対

策
で
頭

を
悩
ま
せ

て
い
る
と
も
言
っ
て

い
た
。

こ

の
地
区
か

ら
少

し
離
れ
た
広
の
田
地
区

に
は
、
山

間

の
水
田
と
山
林

が
、
こ

こ
数
年
の
間

に
業

者
に
よ

っ

て
買

い
取
ら
れ

、
い

つ
の
ま
に
か
大
小

合
わ
せ
て
七

力

所
の
ミ

ニ
産
廃

処
分
場
が
渓
流
に
沿

っ
て
作
ら
れ
、
。

産
廃
銀
座
’
と

化

し
た
。
ア

ル
ミ
製

の
板

で
囲

わ
れ

た

中

に
十
数

m
に
お
よ
ぶ
産
廃
の
山

が
作
ら
れ
、
中
に
は
、

異
臭

を
放

っ
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
野

焼
き
も
数
箇
所

で
行
な
わ
れ

て
い
た
。

人

家
の
少

な
い
過
疎
山
間
部

で
あ
る
こ
と
、
国

道
沿

い
で
あ

る
こ

と
な
ど
の
地
理
的

条
件
も
あ

る
か

、
瀬
戸

市
の
環
境
行

政
が
起
ち
遅
れ

て
い
る
こ
と
、
市

民

の
関

心
が
薄
い
こ

と
な
ど
、
社

会
的

条
件
も
重
要

な
一
因

と

な

っ
て

い

る

。

4
野

焼
き
監
視
の

た
め
に
住
民

パ
ト

ロ
ー
ル

岐

阜
県
土

岐
市

曽
木
町

「
山

火

事
と
見

ま
が
う
野
焼
き
の
煙
、
緑
豊

か
な
沢

を
埋

め
尽

く
す
真

つ
黒
な
焼
却
灰
。
か

っ
て
市
長

が

『
岐

阜
県
の
軽
井
沢
』
『
東
濃
の

ス
イ
ス
』
と

胸
張

つ

た
山

あ
い
の
集
落
は
、
今

や
産
業
廃
棄
物
処
理

の
無

法
地
帯

に
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
」

一
九
九
七

年
一
〇
月

五
日
、
中

日
新
聞
が
こ
の
よ
う

な
セ
ン
セ
イ
シ

ョ
ナ
ル
な
書
き
出
し
で
報
じ
た
。

土
岐

市
曽
木
町
は
、
市

の
南
部
の
高
原
地
帯
に
あ
る
。

か
っ
て
は
、
米

麦
農
業
を
主
と
し
、
養

蚕
、
林

業
、
窯

業
を
副
業
と
し
た
農
村

で
あ

っ
た

が
、
今
は
、
+
靦
市
、

多
治
見
市
、
瀬

戸
市
な
ど

に
通
勤
し
て
い
る
ほ
う
が
多

い
。
人

口
は
九
五
年

一
ニ

ー
四
人

。
六
〇
年

一
四
五
九

人

だ
か
ら
減
少
し

て
い
る
が
著
し
い
過
疎
化
で
は
な
い
。

こ
の
地
区

の
森
林

は
、
か

っ
て
は
、
土
岐
市
を
は
じ

め
美
濃
焼
き

の
産
地

に
燃
料

と
陶
土
を
供
給
し
て
い
た
。

現
在
は
、
一

部

に
ヒ
ノ
キ
、
ス

ギ
の
人
工
林

が
あ

る
が

大
半
は
、
マ

ツ
ー
コ
ナ
ラ
の
二

次
林
で
あ

る
。

晩
秋

の
あ

る
日
、
「
曽
木
を
守

る
会

」
の

M
さ

ん

ら

に
案
内
し

て
い
た
だ
い
て
、
地
区

内
の
産
業
廃
棄
物
処

分
場
を
見

て
回

っ
た
。
M
さ

ん
の
調

べ
に
よ

る
と
曽
木

の
山
林

に
は
全
部
で

一
四
箇
所

の
処

分
場
が
あ
り
、
う

ち
、
違

法
な
野
焼
き
を
や

っ
て
い
た
の
は
五
件
で
あ
る
。

そ
の
う
ち

の
一
つ
は
、
小

高
い
山

の
頂
上
に
あ
り
、
何

日
間

も

パ
チ

ン
コ
台
を
燃

や
し

た
残
骸

が
そ
の
ま
ま
放

置
さ
れ
て

い
た
。
水

溜
り
に
は
黒

い
淀
ん
だ
水

が
異
臭

を
放

っ
て

い
る
。
M
さ

ん
ら
は
「
こ

の
業
者

は
倒

産
し

@lた
そ
う
だ
。
こ

の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
ん
で
は
、
こ

の
地

区
は

全
戸

が
井
戸
水

に
頼
っ
て
生
活
し
て
い

る
の
で
将

来
影

響
が
出

る
の
で
は
な
い
か
心
配

だ
。
」
と
話

し
て

お
ら
れ

た
。

次

に
、
数
百

m
離
れ
た
と
こ
ろ

の
建

設
廃

棄
物
処
分

場

へ
行
っ
た
。
張

り
巡
ら
し

た
柵
の
中

に
大
き
な
犬
が

い
て
私
た
ち
一
行
に
向

か
っ
て
吠
え

立
て
て

い
る
。

粗
末
な
作
り
の
焼
却
場

か
ら
は
黙

々
と

黒

い
煙
を
吐

き
出
し
て
い

る
。
現

場
責
任
者

が
出

て

き
て

、
「
私
の

と
こ
で
は
、
建

設
現
場

の
木
材
や

コ
ッ

ク
リ
ー
ト
、
な

ど
丁
寧
に
仕
分
け
し

て
リ
サ
イ
ク
ル
し
て

い
る
の
で
焼

却
す

る
の
は

I
〇
分
の

I
ぐ
ら
い
だ
」
等

々
、
詳

し
く

説
明
し
て
く
れ

た
。
M
さ

ん
に
よ

る
と

、
マ

ス
コ
ミ
が

報
道
し
て
問
題

に
な

る
前
は
、
住

民

が
見
回

り
に
来

た

時

つ
っ
け
ん
ど
ん
に
し
て
い
た
が
、
今
は
低
姿
勢
に
な
っ

た
そ
う
だ
。

三
番
目

に
見

た
の
は
、
ヒ

ノ
キ
林

が
削

ら
れ
て
産
廃

処
分
場
を

造
成
中

の
現

場

で
あ

る
。
周

り
の
ヒ
ノ
キ
林

は
三
〇
年

い

三
五

年
も
立

っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
バ

ブ

ル
経
済
崩

壊
後
、
「
東
濃

ヒ
ノ
キ

」
の

良

材
も

価
格
破

壊

で
大

き
な
市
場

が
倒

産
し
た
と
聞
く
。
立

派
な
ヒ
ノ

キ
林

が
ゴ
ミ
処
分
場

に
な
り
、
そ

こ
に
ま
だ
三
〇
年

も

使
わ
れ
て

い
な

い
木
材

が
建
築
廃
材
と
し
て
運
ば
れ
焼

き
捨
て

ら
れ

る
。
な

ん
と
も
悲
し
い
現
実
で
あ

る
。

こ

の
地
区

に
最

初
に
産
廃
処
分
場

が
作
ら
れ
た
の
は

一
〇
年

前

だ
と
い
う
。
ダ

イ
オ
キ

シ
ン
な
ど

に
つ
い
て

の
知
識

も
な
か
っ
た
が
、
井

戸
水

に
頼

っ
た
生
活
を
し

て
い
る
の
で
不

安
に
は
思

っ
て
い

た
そ
う
だ
。
業
者
は

こ

の
地
区

の
縁
者
な

の
で
、
誰
も
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
外

部
か
ら
業
者

が
入

っ
て
き
て
ど
ん
ど
ん
処

3



分
場

が
増

え
て
い

っ
た
。
野
焼

き
や
不

法
投
棄
も
目
立

つ
よ
う

な
に
な

っ
て
、
や

っ
と
町

内
会
で
な
ん
と

か
し

な
け
れ

ぱ
と
、
話

し
合

い
、
平

成

八
年
二

月
、
土

岐
市

長
と
、
多

治
見
保
険
所
長

に
、
町

内
会
長
の
連
署

で
、

善
処
す

る
よ
う
陳
情
し

た
が
、
い

っ
こ
う
に
改
善

さ
れ

な
か

っ
た
。

九
七
年

一
〇
月

、
マ

ス
コ
ミ

が
大

き
く
報
道
し
て
以

来
、
住

民

運
動
が
始
ま
っ
た
。
昼

夜

、
野

焼
き
監
視

の

パ
ト

ロ
ー
ル

を
開
始
し
、
「
野
焼
き

絶
対
反

対

」
の

看

板

を
立
て

て
い
っ
た
。
産

廃
問
題

の
学

習
会
、
産

廃
問

題
で
闘

っ
て

い
る
瑞
浪
市
日
吉
町

に
学

び
に
行
く
活
動

も
行
な
っ
た

。
そ

し
て
、
一

〇
月

一
五

日
、
匸

一
〇
人

の
参
加
の
も
と

、
故

郷
の
環
境
は
自
分

た
ち
で
守

る
た

め
「
曽

木
を
守

る
会
」
が

発
足
さ
せ

た
。

野

焼
き
は
ま
も

な
く
ぱ
っ
た
り
止
ま

り
、
今

は
上
水

道
建

設
促
進
の
運
動

が
進
ん
で
い

る
。

M
さ

ん
は
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。

「
こ

れ
ま
で
、
地

区

の
有
力
者
に
逆

ら
っ
て
何
か
を
す

る
と
言

う
こ
と
は
一
度
も
な

か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

町

内
会
の
役
員

は
三
月

ま
で
の
任
期
な
の

で
、
消
極

的

だ
っ
た
。
男

よ
り

も
む
し
ろ
、
女
衆
が
一
生
懸
命
に
な
っ

て
取
り

組
ん
だ

。
生

活
環
境
を
守

る
と

い
う
切
実
な
問

題
を
通
し

て
、
地

区

に
何
か
新
し
い
風

が
起
こ

っ
て
来

た
よ
う
に
思

う
。
」

5
木

鶫
川

の
水
を
守

る
た
め
に
住
民

投
票

岐

阜
県
御
嵩

町

御
嵩
町
は
、
名

古
屋

か
ら
名

鉄
で
一
時
間

ち
ょ
っ
と
、

木
曽
川
を
遡

っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
人

口
約

二
万
人

の
町

で
あ
る
。
か

つ
て

の
中
仙
道

の
宿
場
町
と
周
辺

の
農
山

ゝ
参

村

が
合

併

し

、
戦

後

の

一
時

期

は
、
亜

炭

の

生

産

で

に

ぎ
わ

っ
て

い

た

が

、
今

日

は
中

京

大

都

市

圏

に

つ
ら

な

る
東

濃

地

方

の

広
域

経
済

生

活

圏

と

し

て

住

宅

開

発

が

進

ん

で

い

る

。

森

林

面

積

は

、
町

面

積

の
約

七

〇
%
を

し

め
、
近

年

、

ゴ

ル

フ
場

開

発

や

住

宅

開

発

に
よ

り
畩

少
傾

同

に
あ

る
。

北

東

部

は

ス
ギ

、
ヒ

ノ

キ

の
人

工

林

が

多

く

、
南

西

部

は

ア

カ

マ

ツ
と

広
葉

樹

の
二

次

林

が

多

い

。
町

全

体

の

人

工

林

率

は
五

〇
%
で

あ

る
。

町

の
中

心
部

か

ら
七

~
八

牛

口
、
九

十

九

折

の

険

し

い

道

を

上

り
詰

め

、
下

っ
て

い

っ
た

谷

底

に
産

廃

処

分

場

予

足
地

と

な

っ

た
小

和

沢

集

落

が

あ

る
。

犬

山

か

ら
木

曽
川

沿

い

に
上

っ
て

い

く

と

、
木

曽

川

と

飛

騨

川

が
合

流

す

る
美

濃

加

茂

市

川

合

の

上

に
名

古

屋

市

な

ど

が
取

水

す

る
木

曽
川

大

堰

が

あ

り

、
そ

の

す

ぐ

先

に
愛

知

用

水

が
取

水

す

る
兼

山

ダ

ム
が

あ

る
。

そ
こ

か

ら

さ

ら

に
約

四

キ

ロ
、
深

山

幽

谷

の

薄

暗

い

道

を

上

っ

て

い

く

と
丸

山

ダ

ム

の
堰

堤

の

下

に
出

る

。

こ

こ

に

は

、
戦

時
中

強

制
連

行

さ
れ

犠

牲

に
な

っ

た
朝

鮮

人

労

働

者

の

慰

霊

碑

が

あ

る

。
吊

橋

で

木

曽

川

を

渡

り

五

圭

(
分

上

っ

た
と

こ

ろ
か

小

和

沢

だ

。

上

か

ら
来

て

も

、
下

か

ら

い

っ
て

も

陸

の

孤

島

の
よ

う

な

こ

の
谷

間

を

よ

く

ぞ
産
廃

業

者

は
『
処

分

煬
遇

地
』

と

し

て

見

つ
け

た
も

の
だ

と
驚

か

ざ

る
を

得

な

い

。

さ

て

、
こ

の
町

で
九

六

年

一
〇
月

末

、
柳

川

喜

郎

町

長

が

、
二

人

組

の
男

に
襲

撃

さ

れ
重

傷

を

負

う

と

い

う

事

件

が
発

生

し

た

。
T
工

業

が

、
御

嵩

町

の
山

間

部

・

小

和

沢

集

落

に
計

画

中

の

産
業

廃

棄

物

処

分

場

を

め

ぐ

る
紛

争

が

こ

の
事

件

の

背

景

に

あ

る
、
と

マ

ス

コ
ミ

が

劔
遁

し
た

こ
と

に
も

よ

り
、
御
嵩
町
「
産

庖

問
題

」
は

、
地

元
だ
け
で
な
く
全
国
的
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
2
4

簡
単
に
経
過
を
記
し
て
お
こ
う
。

A
御
嵩
町
産
廃
処
分
場
問
題
を
巡
る
経
過
V

9
1
年8
月

T
工
業
、
御
嵩
町
小
和
沢
集
落
に
、
面
積

四
〇
h
(
将
来
は
二
〇
〇
h
)
規
模
の
産
廃
処
理
施

設
を
作
る
計
画
を
平
井
町
長

(
当
時
)
に
伝
え
る
。

9
月

小
和
沢
地
区
住
民
一
〇
戸

、
T
工
業
と
移
転
補

償
「
覚
え
書
き
」
締
結
。
】
戸
当
た
り
一
億
二
千
万

円
の
移
転
補
償
費
、
そ
の
一
部
を
支
払
う
。

9
3
年5
月

岐
阜
県
、
T
工
業
に
対
し
、
御
嵩
町
と
協

議
す
る
よ
う
指
導
。

6
月

町
議
会
「
建
設
反
対
」
の
請
願
を
決
議
。

9
4
年4
月

環
境
庁
、
国
定
公
園
内
に
産
廃
処
分
場
建

設
を
禁
じ
る
通
達
。
岐
阜
県
は
こ
の
通
達
を
二
年
間

に
わ
た
っ
て
市
町
村
に
知
ら
せ
ず
に
、
小
和
沢
処
分

場
の
手
続
き
を
進
め
た
。

6
月

町
議
会
特
別
委
員
会
、
容
認
の
方
向
。

9
5
年2
月

御
岳
町
、
町
民
に
知
ら
せ
ず
に
、
T
工
業

か
ら
総
額
三
五
億
円
の
寄
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
な

ど
の
協
定
書
を
結
ぶ
。
県
に
対
し
て
も
、
「
建
設
や

む
な
し
」
の
意
見
書
。

4
月

町
長
選
挙
で
柳
川
喜
郎
氏

(
元
N
H
K
解
砺
員
)

当
選
。

7
月

町
議
会
選
挙
に
て
新
人
候
補
一
一
人
当
選
。
町

長
派
が
過
半
数
。

8
月

暴
力
団
風
の
男
が
、
住
民
の
勉
強
会
を
脅
迫
。

9
月

反
対
派
住
民
「
み
た
け
産
廃
を
考
え
る
会
」
結

成
。
柳
川
町
長
、
「
建
設
計
画
に
同
意
で
き
な
い
」

と
表
明
。
許
可
手
続
き
の
凍
結
を
要
望
。
町
議
会
も

凍
結
を
要
望
。

今



参

1
0
月3
1
日
柳
川
町
長
、
二
人
組
に
襲
撃
さ
れ
重
傷
。

1
1
月
住
民
グ
ル
ー
プ
、
住
民
投
票
条
例
の
制
定
を
求

め
た
署
名
を
提
出
。

9
7
年1
月

町
議
会
、
住
民
投
票
条
例
を
可
決
。
住
民

投
票
を
成
功
さ
せ
る
会
結
成
。

6
月

住
民
投
票
行
な
わ
れ
る
。
投
票
率
八
七
%
、
産

廃
建
設
に
反
対

八
〇
%

い‥
月

下
流
域
市
民
グ
ル
ー
プ
「
み

た
け
・
五
〇
〇
万

人
の
木
曽
川
水
ト
ラ
ス
ト
」
運
動
を
始
め
る
。

9
8
年1
1
月
み
だ
け
町
に
て
全
国
産
廃
問
題
市
町
村
連

絡
会
発
足

三
二
市
町
村
参
加
。

-
-

わ
り

に
三

五
億
円

の
協
力

費
で
受
け
入
れ

に
傾
き
、
し

か
も

、
県
当

局
が
推
進
し

て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
計

画
通
り

に
こ

と
が
運
ん
で
、
今
頃
は
東
洋

一
の
処
分
場

が
稼
働
し

て
い
て
も
不
思

議
で
は
な
い

。

こ

の
動

き
を
履
し
た
の
は
、
御
岳
町

の
市
民

運
動
グ

ル
ー
プ

の
「
木

曽
川

の
水
を
汚
し

て
は

な
ら
な
い
」
と

い
う
意
識

と
、
町

政
を
明
朗
に
し
よ

う
と

い
う
自
治
意

識

が
合
流

し
て
、
柳
川

喜
郎
と
い
う
人
材

を
得
て
結
実

し

て
い
た
も
の
だ
と
思
う
。

と
り
わ
け
、
町

長
襲
撃
事
件
と
い
う

シ
ョ

。
ク
や
、

直
接

の
脅
迫
に
屈
し
な
い
で
、
全
国

で
初
め
て
の
産
廃

処

分
場
問
題
を
問
う
住
民
投
票
を
成
功

さ
せ
た
こ
と
は
、

以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
、
今
日
、
産
廃
処
分
場
を
巡
 

住
民
運
動
だ
け
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
民
衆
運
動
を
勇
気
づ

る
紛
争
は
、
岐
阜
県
側
の
「
公

共
関
与
に
よ
る
管
理
」
 
け

る
も
の
だ
。

と
い
う
調
整

案
も
棚
上

げ
と

な
り
、
事

実
上

の
凍
結
状

態
七
な

っ
て
い

る
。

こ
の
産
廃

紛
争

の
特

徴
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

御
嵩
町
域

内
と

は
い
え
中
心
部

か
ら
遠

く
離
れ
た
僻

陬
の
山
里

に
計
画

さ
れ
た
産
廃
処
分
場

を
巡

る
問
題
が

何
故
こ

の
よ
う

に
大

騒
ぎ
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま

ず
、
名

古
屋
市
民

は
じ
め
約
五
〇
〇
万

人

の
上
水

道

が
依
存

し
て

い
る
木

曽
川

の
取
水
堰

か
ら
非
常

に
近

い
と
こ

ろ
に
計
画

さ
れ
た
と
い
う
地
理
的

要
因
が
根
本

に
あ

る
こ

と
は
言

う
ま
で
も
な
い

。

し
か
し

、
御

嵩
町

は
木
曽
川

に
水
利

権
を
持

っ
て

い

な
い
た
め

、
飛

騨
川

の
水
を
引

い
て
い
る
。
産

廃
処
分

場

が
木

曽
川

の
水

を
汚

染
す

る
恐

れ
が
あ

る
、
と

い
っ

て
も
御
嵩

町
民

に
被
害
が
及

ぶ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

当

初
、
反

対

運
動

に
関
わ
っ
て

い
た
町
民
は
ご

く
一
部

で
あ

っ
た
し

、
町

議
会
に
お
い

て
も
、
迷

惑
施
設

の
か

下

流
域
の
市
民
グ
ル

ー
プ
も
こ
れ
に
応
え
て
、
自

ら

か
依
存
し
て
い

る
木
曽
川
の
水
を
守
る
い
ろ
ん
な
活
動

か
起

こ

っ
た

。
そ

の
代

表
的

な

の
か

、
「
み

た
け

・

五
〇
〇
万

人
木
曽
川
の
水

ト
ラ

ス
ト
」
運

動

で
あ

る
。

一
口
二
〇
〇
〇
円

の
基
金
を
募
り
、
御

嵩
町

の
上
水

道
が
引

か
れ
て
い
な
い
地
区
の
訟
t
豕実
現
の

た
め

に
カ

ン
パ
す

る
と
か
、
小

和
沢

の
水
源
林
を
買
い
取

っ
て
、

炭
焼
き
や
間
伐
、
な

ど

の
手
入
れ
を
す

る
こ
と

な
ど
を

目
標
と
し
て
活
動
し

て
い
る
。

最

後
に
、
小
和
沢
集
落

の
住
人
は
ど
う

な
る
の
だ
ろ

う
か

。
集
落
丸

ご
と

T
工
業

に
買

い
取
ら
れ

、
す

で
に

移

転
補
償

費
の
半
分
を
受
け
取

っ
て
、
】
○
戸

の
う
ち

八
戸
か

美
濃
加
茂
市

に
新

居
を
建

て
移

転
し

て
い
る
。

産
廃
問
題

が
起

き
る
前
か
ら
こ

の
過

疎
集
落

は
町
の

繁
栄

に
取
り
残

さ
れ
、
唯

一
の
生
業

の
林
業

も
成
り
立

た
な

く
な
っ
て
い
た
。
み

ん
な
高
齢
化
し

て
、
行

政
の

@
光
も
薄
く
、
先
行
き
の
展
望
を
見
い
だ
せ
な
い
住
民
た

ち
が
、
産
廃
業
者
の
話
に
乗
っ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ

と
だ
と
思
う
。

故
郷
が
ゴ
ミ
め
ダ
ム
に
沈
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
喜
ん

で
受
け
入
れ
る
人
は
い
な
い
。
苦
渋
の
中
か
ら
み
ん
な

で
集
落
移
転
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
も
し
、
処
分
場
の
計
画
が
中
止
に
な
っ
た
ら
、
移

転
補
償
費
は
返
さ
に
ゃ
な
ら
ん
の
か
。
わ
し
ら
は
T
工

業
や
県
に
だ
ま
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
か
。

水
が
大
切
だ
か
ら
と
い
う
の
な
ら
、
皆
こ
こ
に
来
て

住
ん
で
み
た
ら
よ
い
。
町
に
も
裏
切
ら
れ
た
よ
う
な
気

持
ち
だ
。
い
っ
た
い
誰
を
訴
え
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
い

う
F
さ
ん
の
憤
り
に
は
答
え
る
言
葉
が
な
か
っ
た
。

処
分
場
計
画
の
行
く
末
が
ど
う
な
ろ
う
と
も
、
こ
の

集
落
の
人
々
が
犠
牲
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

IV

ま
と
め

以
上
の
い
く
つ
か
の
事
例
に
よ
り
、
東
海
地
方
に
お

い
て
廃
棄
物
埋
立
地
が
都
市
圏
の
里
山
だ
け
で
な
く
過

疎
地
域
に
広
が
り
つ
つ
あ
り
、
紛
争
の
種
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

愛
知
県
の
例
で
み
た
よ
う
に
、
①
山
間
地
、
②
都
市

近
郊
緑
地
、
③
畑
作
地
帯
を
、
里
山
地
帯
と
す
る
と
、

二
三
九
ヵ
所
、
全
体
の
六
四
%
に
上
る
。

そ
し
て
、
自
然
的
・
地
理
的
条
件
だ
け
で
は
な
く
、

。
処分
場
が
処
分
場
を
呼
ぶ

‘
と
い
う
社
会
的
状
況
が

あ
る
。
里
山
地
帯
の
谷
間
や
窪
地
は
処
分
場
の
適
地
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
地
元
住
民
の
抵
抗
が
な

い
、
行
政
は
何
の
規
制
も
し
て
い
な
い
、
こ
れ
ら
の
条
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件

が
一

つ
の
地
域

に
い
く

つ
も
の
処
分
場

が
作

ら
れ

る

こ
と

に

つ
な

が
っ
て

い
る
。

か
つ
て
、
農

家

が
営

農
の
た
め
の
肥
料
や
資
材

、
燃

料
と
し

て
の
薪
や
粗
朶
を
採
取

し
た
雑
木
林

=
巫
山

が

利

用

さ
れ
な
く
な

っ
て
か

ら
久
し
い
。
里

山
の
か
な
り

の
部
分

は
地

元
住
民
の
手
を
離

れ
、
売

れ

る
チ

ャ
ン
ス

を
待

っ
て
い
る
「
商

品
」
と

な
っ
て
い
る
。
こ

の
市
場

で
は
林
業
地

代
は
成
り
立

た
な

い
。
ま

た
環
境
と
し
て

の
森

林

の
価

値
な
ど
に
は
何

の
配
慮

も
し
な
い
。

こ

の
ま
ま

で
は
、
。
廃棄
物
処

分
場

は
、
今

後
も
建
設

費
用

の
高
い
地
域

か
ら
安
い
地
域

へ
と
、
ま

た
、
規

制

の
厳
し

い
地
域

か
ら
緩
い
地
域
へ
と
拡
大

し
て
い
く
だ

ろ

う
。

処
分
業
者

だ
け
を
悪
者

に
し
て
も
こ

の
問
題
に
迫
る

こ
と
は

で
き
な
い
。

大
量
生

産
・
大

量
消

費
・
大

量
廃
棄

に
よ
る
環
境
破

壊
は
資
本
主

義
経
済

の
必
然
的
結
果

で
あ
る
。
ま

た
、

生

物
を
育
む

環
境
の
基
礎

で
あ

る
森
林

・
土
地

が
、
適

切

な
規
制
も

さ
れ
ず

に
、
営
利

目
的

の
た
め
の
商
品

と

し

て
売
買

さ
れ
、
開

発

さ
れ
る
こ
と
を
許
し

て
い
る
政

治

に
根
本
問

題

が
あ

る
か
ら
で
あ

る
。

「
ゴ

ミ
処

分
場
を
め

ぐ

る
市
場

の
法
則

」
か

ら
里
山

を
守

っ
て

い
く
た
め
に
は
何

が
必
要

だ
ろ
う
か
。

な

ん
と
い

っ
て
も
行
政

の
責
任
は
重
い

。

国

-
県

-
市
町
村

の
行
政
は
、
将

来

に
わ
た
っ
て
危

険
を
及

ぼ
す

恐
れ
の
あ

る
開
発
行

為
に
対
し
て
、
未

然

に
防
ぐ

た
め
の
最
善
の
措
置
を

と
る
義
務
が
あ
る
。

と
こ
ろ

が
「
住

民

が
先
頭
を
走
り

、
市
町
村

が
必
死

に
追
い

か
け
、
一

番

後
ろ
を
国

が
歩
い

て
い

る
」
(
3
)
。

そ
れ
ど

こ
ろ

か
、
厚
生

省
は
「
住

民
同
意

を
事
実
上
のφ

許
可
条
件
と
す

る
こ
と

は
法
の
規
制
を
超
え
た
も
の

で

あ
る
」
と

し
て
条
例
か

ら
撤
廃
す

る
よ
う
通
知

(
九
八

年
三
月

)
を
出
し
て
い

る
の
で
あ

る
。

少
し
話
が
ず
れ

る
が
、
私

が
住
ん
で
い

る
瀬
戸
市

で

は
、
二

〇
〇
五

年
万

国
博

の
た

め

に
貴

重

な
里
山

約

六
〇
〇
h
を

開
発
し
、
万

博
終
了
後
は
住
宅
団
地
し
て

売
る
と
い
う
計
画

が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
万

博
の
テ

ー

マ
に
は
「
自

然
と
人
間
の
共
生
」
を

掲
げ
て
、
御

用
学

者

を
集
め
て
イ

ン
チ
キ
な
論
を
振

り
ま
き
な
が
ら
、
予

定

地
で
農
業
や
焼
き
も
の
を
し
て
暮
ら
し
て
い
る
住
人

と
里
山

の
動
植
物
と
の
共
生
を
根

こ
そ
ぎ
破
壊

し
よ
う

と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

れ
に
対

し
て
、
多

く
の
人

々
が
「
貴

重
な
里
山
を

守

ろ
う
」
と

、
反

対
運
動
を
続
け

て
い
る
。
こ

の
春
、

予
定
地

で
オ
オ
タ
カ
の
営
巣
か
発
見
さ
れ
た
。
当
局
は
、

今
年
度
中

に
も
強
制
収
用
を
し
て
住
人

を
追
い
出
そ
う

と
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
オ

オ
タ
カ
は
そ
う
は
い
か

な

い
の
で
、
今
大

慌
て
で
あ
る
。
私

は
万
博

そ
の
も
の

に
反
対
だ

が
、
計
画

を
根
本
的

に
見
直

し

て
、
「
海
上

の
森
」
を

残
し

、
都
市

近
郊

に
残

っ
て
い
る
貴

重
な
里

山
を

保
全
管

理
し
て
い
く
為
の
叡
智
や
試
み
を

あ
つ
め

て
こ

そ
「
環

境
万

博
」
の

名
に
値

す
る
と
思

う
。

六
〇
年

代
~
七

〇
年

代
に
各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た

公
害
問
題
と
の
闘
い
は
市
民
革
命
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と

い
う
論

(
4
)
が
あ

る
が
、
今

全
国

各
地

で
起

き

て
い

る
ゴ
ミ
処
分
場
を
巡
る
住
民

の
闘

い
を

は
じ

め

環
境
問
題
を

テ
ー
マ
と
す
る
市
民

の
運
動

も
そ
の
よ

う

な
意
味
合
い
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。

そ
し
て
ゴ
ミ
処
分
場
紛
争
で
は
、
流
域
社
会

と
い
う

ス
テ
ー
ジ

で
闘

い
か
起

き
て
い
る
ケ
ー
ス

が
全
体

的
に

多

い

。
水

と

森

林

環

境

を

生

産

お

よ

び

生

活

手

段

と

す
 

2
6

る
流

域

社

会

が
維

持

さ

れ

、
こ

れ

を

闘

い

の
砦

と

し

て

い

る

。
新

城

市

吉

川

の

例

で

は

、
里

山

か

ら
流

れ

る
水

の
利

用

に
よ

っ

て

米

作

り

を

続

け

て

い

る
住

民

ら

の
闘

い

が
勝

利

を

も

た

ら

し

た

。
愛

知

県

で

は
最

も

厳

し

い

小

牧

市

の
指

導

要

綱

も

、
下

流

の

農

民

か

ら

の

運

動

が

貢

献

し

て

い

る

。
土

岐

市

曽

木

や

御

嵩

町

の

場

合

は

、

井

戸

水

、
上

水

道

の

汚

染

を

懸

念

し

た

住

民

の

運

動

で

あ

る

。

御

嵩

町

処

分

場

問

題

に

啓

発

さ

れ

た
下

流

住

民

の

運

動

は

、
木

曽

川

流

域

と

い

う

大

き

な

ス
ケ

ー
ル

の

流

域

社

会

の

問

題

に

ア

プ

ロ

ー
チ

す

る

端

緒

と

し

て
意

味

が

あ

る
と

思

う

。

資

本

に

よ

る
無

政

府

的

環

境

破

壊

、
そ

し

て

無

策

で

あ

る

ば

か

り

か

住

民

の

敵

に

な

っ

て

い

る

行

政

の

姿

勢

を

変

え

て

い

く
原

動

力

と

な

る

の

は

、
こ

う

し

た

地

元

住

民

の

運

動

と

下

流

都

市

市

民

の

運

動

と

の

交

流

・
連

帯

が

広

が

っ

て

い

く

こ

と

で

あ

ろ

う

。

(
こ
の

原

稿

は

、
拙

稿

「
里

山

に

広

が

る

廃

棄

物

処

分

場

問

題

-
愛

知

県

に

お

け

る

現

状

-
」
『
中

部

森

林

研

究

』
阨

4
6
 
一
九

九

八

を
元

に

加

筆

し

た

。
)
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献
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る

9
7
実
践
社

・
高

杉
晋
吾

産
業
廃
棄
物

岩
波
新
書

・
御
嵩
町
誌
、
同
町
統
計
、
土
岐
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市
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計
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か
。
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仙
台
で
里
山
円
卓
シ
ッ
ポ
ジ
ュ
ウ
ム

一
、
花

見

の
日

四
月
一
八
日

(
日
)
に
、
仙

台
市
民
会
館

で
地
元

の

自

然

保
護
団

体

で
あ

る
蕃

山
ニ

ー
の
会

と

の
共

同

で

「
里

山
円
卓

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
」
を

開

催
し

ま
し

た
。

時
も
場

所
も
最
悪
で
し
た

。
会

場
の
隣
は
市
民

が
花
見

の

た
め
場

所
と
り
を
す

る
公
園

で
、
し
か
も
桜
花
爛
漫
、

快

晴

で
、
絶

好
の
花
見
の
日

で
し

た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一

五
〇
名

の
熟

心
な
市
民

か
会
場
を

埋
め
ま
し
た
。
当

会
議
か
ら
も
六
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

二

、
大

内

会

長

の

挨

拶

午
前
の
冒
頭
、
大

内
会
長
が
挨

拶
し
ま
し
た
。
最

近

の
物
質
的
な
豊
か
さ
の
中
に
、
乱

開

発

が

進
み
、
「
国

富
み
て
山
河
な
し
」
の

状
況
に
な

っ
た
。
と

り
わ
け
八

割
の
人
口

が
住
む
都
市
で
は
緑
が
央
わ
れ
て
き
た
お
り
、

同
時

に
心

が
荒
廃
し
て
い

る
。
こ

の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

機

に
里
山
を
守
り
、
仙

台
が
「
杜

の
都
」
と

し
て
蘇

る

よ
う
期
待
し

て
い
る
と
、
訴

え
ま
し
た

。

三

、
特

別

講

演

続

い
て
、
当
会

の
内
山
節
先
生
と
九
州
芸
術
工
科
大

学

の
重
松

敏
則
教
授

が
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

内
山
先
生

は
、
「
里
山
の
記

憶
」
と

題

し

て
、
人

が

原
体
験
と
し

て
記

憶
す

る
ば
か
り
で
な

く
、
経

験
が
な

く
と
も
里
山
や
田
舎
の
川
を
初
め
て
見

て
も
、
か

つ
て

見

た
こ

と
が
あ

る
よ

う
に
思
う
。
こ

れ

は
無
意
識

の
底

に
、
先
祖
代

々
の
経
験

が
蓄
積
さ
れ

て
い
る
か
ら
に
違

会

員

石

田

真

夫

い
な
い
。
そ

れ

が
文

化
で
あ

る
。
そ

し
て
、
昔

か
ら
故

郷
の
山
や
川

、
山

の
神
や
村

の
木
を
物
語

る
こ
と

で
、

現
在
の
自
己

の
位

置
を
照

ら
し
出
し
、
里

山
を
守

っ
て

き

た
。
し

か
し

、
い

ま
里
山

の
物
語
の
記
憶
を
呼

び
起

こ
し
て
欲
し

い
と
、
結

び
ま
し
た
。

重
松
先
生

は
、
「
里
山

林

の
管

理
と

ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア

活
動
」
を

テ
ー
マ

に
話

さ
れ
た
。
森

林

の
荒
廃

し
て
い

る
原
因
を
指

摘
さ
れ
、
特

に
森
林
を
管
理
す

る
担

い
手

の
不
足
と

高
齢

化
が
問
題

で
あ
る
。
こ

れ
を
解

決
す

る

た
め
イ

ギ
リ
ス
に
お
け

る
B
T
C
V
(
イ

ギ
リ
ス
環
境

保
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
協
会

)
の
活
動

を
紹
介
さ
れ
、
日

本

に
お
い
て
は
、
民

間

環
境
活
団
体

の
発
展
度

に
応
じ

た
行

政
と
企
業
と

N
G
O
連

携
の
必
要

性
を
指

摘

さ
れ

ま
し
た
。

四

、
地

元

自

然

保

護

の

四

団

体

の

報

告

植
村
千

枝
さ
ん

(
青
葉

山
の
緑

を
守
る
会
代
表

)
は
、

市
街
地

に
最
も
近
く

か

つ
優
れ
た
市
有

杯
(
ご
二
〇
h
)

を
市

が
管

理
と
称
し

て
自
ら
破
壊

し
て
い
る
状
況

を
踏

ま
え
、
公

共
事
業

の
無

駄
遣
い
を
報
告
し
ま
し

た
。

27



児
玉
昭
治

さ
ん

(
水
の
森
公

園
に
親
し
む
会
会
長

)

は
、
団

地

に
囲

ま
れ
孤
立
し

た
水

の
森

公
園

(
一
〇
三

h
)
を

市
が
「
ふ

る
さ
と
仙
台
公
園
整
備

冪
彙

」
の

一

環
と
し

て
「
平

成
記

念
子

供
の
も
り
公
園

」
を

整
備
し

て
い
る
。
森

林
を
大
切

に
す
る
こ
と

、
車

の
乗
入
れ
禁

止
を
求

め
て
運
動
し
て

い
る
と
述

べ
ま
し

た
。

庄
司

幸
助

さ
ん

(
仙
台

の
プ
ナ
と
自
然

・
水
を
守

る

会
顧
問

)
は

、
主

に
仙
台

の
奥
山
の
保
護
運
動
を
し

て

い

る
立
場

か
ら
、
特

に
奥
山

と
里
山
と
の
緑

の
回
廊
の

重
要

性
を
述

べ
、
「
里
山

保
全
条

例
」
の

制

定
を

提
言

し

ま
し

た
。

昼
食

後
午
後
一
番

に
、
深

野

稔
生

さ
ん

(
蕃
山
ニ

ー

の
会
副

会
長

)
は

、
市

街
地
か

ら
至

近
距
離
に
あ
り
、

奥
羽
山

脈
か
ら
緑

で
連

な
っ
て

い
る
蕃

山

(
一
三
五
〇

にほ
)
に

は
、
モ

ミ
の
原
生

林
や
雑
木
林

な
ど
あ
り
、
二

ホ
ン

カ
モ

シ
カ
、
ツ

キ
ノ
ワ
グ

マ
な

ど
動

植
物
が
生
息

す
る
森

で
あ
る
こ
と

、
、
立
ち

木

ト

ラ
ス

ト
を

実
施
し

て
開
発

か
ら
保
護
し
、
都

市
環
境

保
全
地
区

に
指
定

さ

れ
た
。
今

後
は
新

た
な
緑

の
文
化
を
発
信
す

る
た
め
、

模
索

し
な

が
ら
具
体

例
を
あ

げ
て
活
動
内
容
を
報
告
し

ま
し

た
。

五

、
パ

ネ

ル

ー
デ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ッ

午

後
一
時

か
ら

匸
二
名

の
パ
ネ
リ
ス
ト

が
ダ
イ
ヤ
型
『

に
し
た
テ

ー
ブ
ル
に
座
り

、
参

加
者

が
こ
れ
を
取
り
囲

む
よ
う
か
け
ま
し

た
。

特
別

講
演
者
二
名
、
報

告
者
四
名
、
そ

れ

に
林
学
と

生
態
学

者
、
林

業
家
、
環

境
景
観
の
研
究
者
、
秣
峅
庁
、

県

、
市

の
担

当
者

で
す

。

蕃
山

二

一
会
高
橋
義

寛
会

長
の
挨

拶
の
後

、
午
後
三、

‘
e

時
四
〇
分

ま
で
二
時
間
半

に
わ

た
っ
て
二
名

の
コ

ー
デ

ネ

ー
タ

ー
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
ま
し

た
。

内
容
は
多
岐

に
わ
た
り
ま
す
。
宮

城
県

に
お
け

る
里

山
の
範
囲
、
気

象
・
植

生
な
ど
の
特
徴
、
人

工
林
と
雑

木
林
の
状
況
、
荒

廃
の
原
因

、
対

策
と
し
て
輸
入
材

の

制
限
と
自
由
化
、
国

産
材
の
利

用
、
担

い
手
不
足
の
解

消

、
山

林
に
か
か
る
税
金
、
オ

ー
バ
ー
ユ
ー
ス
の
問
題
、

巫
山

と
開
発
、
行

政
・
企
業

・
ボ

ラ

ン
テ

ィ
ア
の
役
割

分
担
な
ど
広
範
な
話
し
合

い
か
さ
れ
ま
し
た
。
最

後
に

内
山

、
重

松
両

先
生
が
集
約

さ
れ
問
題
点
の
整
理
と
解

決
方
法

を
ま
と
め
て
発
言
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
や

や
散

漫
だ

っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
締

ま
り
ま
し
た
。
こ

の
詳

細
は
蕃
山
ニ

ー
の
会

が
後
日
報
告

書
に
ま
と
め
る
こ
と

に
な

っ
て
い
ま
す

。

六

、
ア

ン

ケ

ー
ト

と

感

想

教
室
形
式

に
よ

ら
ず
、
円

卓
形
式

に
し

た
の
は
、
パ

ネ
リ

ス
ト
と
参
加
者

が
一
緒
に
な

っ
て
討

論
し

よ
う
と

い
う
意
図

で
設
定
し
ま
し
た
。
こ

の
点
、
参

加
者

か
ら

の
不
満
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
、
十

分
な
討

論
が
な

さ
れ
た
か
疑
問
が
残
り
ま
し
た
。
次

に
、
パ

ネ
リ
ス
ト

が
多
過
ぎ
た
と
の
憲
見
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
内
容

に

つ
い
て
も
必

ず
し
も
里
山
に
限
ら
ず
、
森

林

一
般
の
問

題

が
議

論
さ
れ
、
特

に
今
後
の
里
山
は
ど
う
あ

る
べ
き

か
の
討

論
が
不
足
し

た
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
里

山
に

つ
い
て
多

く
の
問
題
が
浮
き
彫
り

に
な

っ
て
よ
か

っ
た

と

の
評
価
も
あ
り
、
今
後
の
継
続
開
催
の
要
望
が
強
く

あ
り

ま
し

た
。

里
山

に
絞

っ
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
は
、
仙

台
で
は
じ
め

て
行
わ
れ
、
内

容
・
運
営

と
も
に
多
く
の
課
題
を
残
し

ま
し

た
。

七

、
前

日

の

自

然

観

察

会

と

懇

親

会

前
日
は

、
蕃

山

一
三
五
〇
h
の

一
部

で
す
が
、
重

松

先
生
は
じ

め
三
七

名

が
参

加
し
快

晴
の
春

山
を
歩
き

ま

し
た

。
道

路
を
横

切

る
動
物
専
用

ず
い
道
を
見
ま
し

た

し
、
松

林
を
将
来

自
然
林

に
移
行

さ
せ

る
た
め
、
森

の

手
入
れ
を
行

っ
て
い

る
場
所
や
モ
ミ

の
原

生
林
、
人

工

林
、
雑

木
林

が
混

在
す

る
仙
台
周
辺

の
典

型
的
な
里
山

を
観
察
し
ま
し

た
。

下

山
後
、
麓

の
寺

で
前
日
か
ら
竹
炭
焼

き
を
し
た
窯

明
け
を
し

、
伊
達

藩
の
郷
六
御
殿

で
抹
茶
を
頂

き
、
山

菜
と
竹
酒

に
よ

る
懇
親
会
を
行
い
、
翌

日

に
向

け
て
楽

し
い
ひ
と
時
を
過

し
ま
し

た
。
こ

れ
に
は
、
大
内
会
長
、

萩
野
事
務
局
長

.
事

務
局
の
垣

渕
さ
ん
な
ど
五
名

が
参

加
さ
れ
ま
し

た
。

八

、
御

礼

最
後
に
、
私

は
蕃
山
ニ

ー
の
会

の
会
長

で
も
あ
り
、

今
回

の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
あ

た
り
、
国

民
森

林
会

議

に
共

催
を
お
願
い
七

、
大
変

お
世

話
に
な
り

勉
強

さ

せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た

。
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
と

と
も

に
、
今

後
と
も
ご
指
導
を
お
願
い
い
た
し

ま
す

。

・
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食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
に
つ
い
て

は
じ
め

に

今
国
会

に
提
出

さ
れ
審
議

の
お
こ

な
わ
れ
て
い

る
新

「
基

本
法
」
の

中
身

に
関
し

て
で

は
な

く
、
そ

の
基

本

的
な
考
え
方

に
関
し
て
若
干

申
し
上

げ
た
い
と
思
い

ま

す
。こ

の
法
律
は
「
食

料
・
農

業

」
だ

け
で
は
な

く
「
農

村

」
が

そ
の
標

題
に
謳
わ
れ

て
い

る
こ
と

に
ひ
と

つ
の

特
徽

が
あ
り

ま
す
。
し

か
も

そ
の
「
農

村
」
の

中

で
は

農
林
水
産
省

の
い
う
「
中

山
間
地

域

」
、
我
々
の

言
葉

で
い
え
ば
『
農

山

村
』
へ
の
対

策
が
大
き
な
焦
点
に
な
っ

て
お
り
、
そ

の
意

味
で
国
民
森

林
会
議
と

も
か
な
り
の

関
係

が
あ
り
ま

す
。

そ

の
農
山
村
対

策
と
し
て
は
、
E
U
並

み
の
「
デ

カ
ッ

プ
リ

ン
グ
」
、
正
確

に
い
え
ば
「
条

件
不
利

地
域
対
策
」

の
手
法
を
借
り

て
、
直

接
所
得

補
償
を
す

る
と
い
ウ
考

え
が
、
史

上
は

じ
め
て
盛
り

込
ま
れ
て

い
ま
す
。
し

た

が
っ
て
、
国

民
森

林
会
議
と
し

て
も

、
こ

れ
を
ど
う
評

価
し
、
ど

う
い
う
意
見
を
提

言
し
て

ゆ
く
か
と
い
う
こ

と
は
、
い
ず
れ
問
題
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ

の
点
に
一
つ
の
重
点
を
置
い
て
お
話
し
て
み
ま
す
。

一
、
こ
れ
ま
で
の
経
過

従
来
の
基
本
法

(
一
九
六
一
年

)
が
役

に
立

た
な
く

な

っ
て
い

る
か
ら
新
し
い
基
本
法
を
作
る

べ
き
だ
と
い

う
議
論
は
、
農

業
団
体
そ
の
他
各
界
で

I
〇
年
位
前
か

ら
し
ば
し
ば
出

て
い
ま
し
た
。
し

か
し
農
水

省
は
な
か

な

か
腰

を

上

げ

な

か

っ
た

の

で

す

が
、
よ

う

や

く

一
九
九
七
年
四
月

に
「
食

料
・
農

業
・
農

村
基
本
問
題

調
査
会
」
を

設
置
し

ま
し

た
。
こ
れ
は
専
門
委
員
を
含

め
れ

ば
四
〇
数

名

と
い
う
非
常

に
大
が
か
ひ
な
も
の
で
、

木
村
尚
三
郎

さ
ん
が
会
長

に
な
り
ま
し
た

が
、
そ
こ

に

内
閣
総
理
大
臣

の
名
前
で
、
今

後

の
食
料

・
農

業
・
農

村
対
策

に
つ
い
て
の
基
本
方
針

が
諮
問

さ
れ
ま
し
た
。

そ

の
後
一
年
足

ら
ず
し

て
九
七
年
九
月

に
中
間
報

告

が
発
表

さ
れ
、
さ

ら
に
昨
年
九
月

に
は
最
終

答
申

が
出

さ
れ

ま
し

た
。
こ

れ
は
A
四
版

で
三
〇
数

ペ
ー
ジ

と
い

う
大
部

で
、
さ

ら
に
七
〇
ペ

ー
ジ

ほ
ど

の
付

属
資
料
が

大
 
内

カ

付
い
て
い
ま
す
。
本
文
の
方
は
読
ん
で
も
余
り
面
白
く

あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
資
料
に
は
興
味
あ
る
デ
ー
タ
が

た
く
さ
ん
入
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に

触
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
農
水
省
は
非
常
に
手
回
し
よ
く
、
昨
年
の

匸
一
月
に
「
農
政
改
革
大
綱
」
を
省
議
で
決
定
、
さ
ら

に
、
そ
れ
を
踏
み
台
と
し
て
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基

本
法
」
案
を
作
成
し
、
三
月
九
日
に
国
会
に
提
出
と
い

う
運
び
に
な
っ
た
次
第
で
す
。
で
す
か
ら
最
終
答
申
が

出
て
か
ら
半
年
ほ
ど
の
間
に
基
本
法
を
作
り
上
げ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
手
際
の
良
さ
に
は
感
心
し
ま
し
た
。
と
い
う
の

も
、
前
の
基
本
法
の
時
に
は
「
基
本
問
題
調
査
会
」
で

二
年
位
か
け
て
答
申
を
出
し
、
そ
の
後
小
倉
武
一
さ
ん

が
法
案
起
草
委
員
長
に
就
任
し
て
法
案
提
出
ま
で
さ
ら

に
一
年
位
か
か
っ
た
か
ら
で
す
。

二
、
基
本
法
作
成
の
背
景

今
回
(
イ
ペ
ー
ス
に
な
っ
た
理
由
に
は
、
情
勢
が
非
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常
に
逼
迫
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
あ
り
ま
す
。
特
に
来

年
二
〇
〇
〇
年
か
ら
W
T
O
の
交
渉
か
再
開
さ
れ
関
税

化
、
貿
易

自
由
化

の
問

題
が
ま
た
も
や
討
議
さ
れ
ま
す
。

農
水
省
は
そ
の
前

に
日
本

の
基
本
方
針
を
決
定
し

、
そ

れ
を
持
っ
て
交
渉

に
向

か
お
う
と
の
考
え

で
い

る
の
で

現
実

の
農
業
政
策
は
、
あ

る
意
味
で
は
こ
の
基
本
法

の
先
取
り

を
し
て
い

る
と
言

え
ま
す
。
そ

の
一
番
顕
著

な
動
き
は

、
ご

承
知
の
よ

う
に
今
か
ら
半
月
後

の
四
月

か
ら
実
施

さ
れ
る
輸
入
米

の
関

税
化
で
す
。
す
な
わ
ち
、

基
本
法

が
決

ま
る
以

前

に
、
こ

れ
ま
で
政
府
貿
易
と

い

う
形
で
ミ

ニ
マ
ム
ア

ク
セ
ス
以
上

の
米

輸
入
を
一
切
認

め
な
い
と
い

う
形

で
数
量
制
限
を
し

て
き
た
の
を
撤
廃

で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
一
定
の
関
税
を
か
け
る
と

い
う
こ
と
に
改
め
た
と
い
う
の
が
そ
れ
で
す
。

こ
の
農
水
省
の
決
定
は
き
わ
め
て
唐
突
で
、
一
応
全

農
の
了
解
だ
け
は
取
り
つ
け
た
形
に
は
な
っ
て
い
る
も

の
の
、
国
民
的
な
議
論
は
何
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
急

に
決
め
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
慌
て
て
関
税
化
に
踏
み
切
つ
た
と
い
う

の
も
、
W
T
O
の
交
渉
に
向
け
既
成
事
実
を
作
っ
て
お

い
て
有
利
に
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
か
ら
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基

本
法
」
が
い
さ
さ
か
拙
速
に
国
会
に
提
出
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
わ
け
で
す
。

し
、
こ
の
四
月
か
ら
a
民
間
貿
易
7
自
由
に
米
が
輸
入
 

三

、
基

本

法

の

特

徴

中 国 米 の 緊 急 輸 入蔘

川

基

本

計

画

の

作

成

「
食

料

・
農

業

・
農

村

基

本

法

」
(
以
下

「
基

本

法

」

と

呼

び

ま

す

)
は

、
全

体

の

条

文

は

附

則

を

除

い

て

四

三

条

か

ら
成

っ
て

い

ま

す

。
た

だ

そ

の
中

に

は
手

続

き

法

も

あ

る

の

で
、
中

身

と

し

て
四

三

条
も

あ

る
わ

け

で

は
あ

り

ま
せ

ん

。

手

続

き
法

に
関

連

し

て

注

目

す

べ
き

点

は
、
基

本

法

に

も

と

づ

い

て

さ

ら

に
「
基

本

計

画

」
な

る
も

の
を

政

府

か

策

定

し

て
公

表

す

る
と

い

う
点

で

す

。

そ

の

「
基

本

計
画

」
に

つ

い

て

は
、
あ

る
程

度

の

フ

レ
キ

シ

ビ
リ

テ

ィ

ー
を

持

た
せ

五

年

ご

と

に
検

討

し

て

組

み

替

え

る

と

い

う
手

法

を

取

り
入

れ

て

い

ま

す

。
こ

こ

に

は
従

来

の
基

本

法

と

は
違

っ

た
考

え

方

が
入

っ
て

き

て

い

る
と

い
え

ま

す

。

実

は
日

本

に

は
「
基

本

法

」
と

呼

ば

れ

る
法

律

が

環

境
基
本
法
な
ど
四
〇
い

く
つ
も
あ

る
と

の
こ
と
で
す

。

ど
う
い
う
わ
け

か
こ

う
い
っ
た
「
基

本
法

」
は

憲
法

に

準

ず
る
不

磨
の
大
典

の
よ

う
に
受
け
止

め
ら
れ
る
傾
向

が
あ
り
、
一

度
作

ら
れ

る
と
長
年
そ

の
ま
ま
維

持
さ
れ

て
ゆ
く
と
い
う
こ
と

に
な
る
よ
う

で
す

。

明

治
憲
法
も

敗
戦

後
に
廃
止
さ
れ

る
ま
で
一
度
も
改

正

さ
れ
な
か

っ
た
。
今

の
憲
法
も

で
き

て
か
ら
半
世
紀

以
上

も
改
正

さ
れ

て
い
な
い
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
が
残

つ

て
い
る
以

上
は
忠
実

に
守

ら
れ
て

い
る
と
い
う
の
な
ら

結

構
で
す
が
、
実

際
に
は
そ
れ
を
棚
上

げ
し
て
単
な

る

飾

り
に
し
て
し
ま

い
、
現
実
の
政
治
や
行

政
は
そ
こ
か

ら
は
ず
れ
よ
う

が
反
対

の
こ
と
を
し
よ

う
が
、
自

由
自

在

と
い
う
不

思
議

な
扱

い
方

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
「
解

釈
改

憲
」
と

称
し
て
解
釈

に
よ
っ
て
い

く
ら
で
も
枠
を
広

げ
、
憲
法
九
条
な
ど

は
あ
っ
て
な
き

が
ご
と
き
も
の

に
変

わ
っ
て
い

る
わ
け

で
す
。

前
の
基
本
法
も

一
度

も
改
正
さ
れ

な
い
代
わ
り
に
そ

れ
を
棚
上

げ
し
「
非

基
本
法
」
農

政

が
ま
か
り
通
っ
て

き

ま
し

た
。
で

す

か
ら

、
日
本
は
法
治
国
家

と
い
わ
れ

て

い
ま
す
が
、
実

は
法
律
は
政
府

に
よ

っ
て
守

ら
れ
な

い

の
が
当

た
り
前
の
よ

う
に
な
っ
て
い

る
と

い
う
の
が

実
態

で
す

。

そ
れ

ら
に
対

す
る
従
来
か
ら
の
批
判
を
多

少
考
慮
し
、

ま

た
ア
メ
リ
カ
の
農
業
法
が
、
今

は
七

年
間

そ
の
ま
ま

と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
か

つ
て
は
毎
年
の

よ
う
に
改

止
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
に
学
ん
だ
の
で
し
ょ

う
が
、
今

度
は

農
水

省
も
多
少
は
進
歩
し

、
法
律

の
下

に
「
農

業
計
画
」
を

作
り
、
そ
れ
を
五
年

ご
と

に
見

直

す
こ
と
を
約
束

し
た
わ
け
で
す
。
少

し

は
法
治
国

ら
し

く
な

っ
た
と

も
い
え
ま
し
ょ
う
。

参
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e

閙

食

料
安
保

と
こ
ろ
で
、
「
基
本
法
」
の

主

な
柱

は
三

つ
あ

る
と

私

は
み

て
い
ま
す

。

そ
の
一
つ
は
、
「
食
料
安

保
」
と

い
う
考
え
方

で
す

。

一
九
六

一
年
の
基
本
法
制

定
時
に
は
、
ま

だ
日
本

の
食

糧
自

給
率

は
八
〇
%
位

だ
っ
た
の

で
、
当

時
は
自
給
率

に
関
す
る
積
極
的
議

論
は
な
く
、
将

来
も
そ

の
程
度

は

維

持
さ
れ
て
ゆ

く
こ

と
が
前
提

に
な

っ
て
い

ま
し

た
。

し

か
し

、
そ

の
後
、
ご

承
知

の
よ

う
に
自
給
率

は
下

が
り
つ
づ
け
、
今

日
で
は
カ

ロ
リ

ー
自
給
率

で
約

四
〇

%
、
穀

物
自
給
率

で
は
す
で

に
三
〇
%
を

割
り
二

八

%

位

で
、
木
材
自
給
率
ど
大
差

な
い
。
つ

ま
り
日
本

の
農

業

は
ほ
と
ん
ど
自
給
力

を
失
っ

た
と

い
う
と
こ
ろ
に
ま

で
来
て
い
ま
す
。

今
度
の
基
本
法

は
、
そ

れ

に
つ
い
て
多
少
新
し
い
考

え
方
を
導
入
し
よ
う
と
し

て
、
国

民
食
料

の
安

全
保
障

に
ひ
と

つ
の
重
点
に
置
い

て
い
ま
す

。

も
っ
と
も
こ

の
「
安

全

保
障
」
は

法
律

の
言
葉
と
し

て
は
怪
し
げ
な
と
こ
ろ

が
あ
り

、
「
国
内

の
食

糧
自

給

を
基
礎
と
し

て
食
糧
の
安
定
的

な
供
給
を
維
持
す

る
」

と
い
う
い
い
方

に
な

っ
て

い
ま
す

。

実

は
こ

の
表
現
は
基
本
問
題

調
査
会

で
も
大
変

議
論

さ
れ
た
点

の
よ
う
で
し

て
、
地
域

内
で
あ
っ
て
も
戦
争

が
勃

発
し

た
と
か
、
あ
る
い
は
丗
算
的

な
大
凶
作
に
な
っ

た
と
か
と
い
う
場

合
に
、
輸

入
依
存
率
が
あ
ま
り
に
も

大

き
い
と
、
国
民

の
食
生

活
の
安
定
は
維
持
で
き
な
い

と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
今
の
と
こ
ろ
は
世
界
的
に
食
料

が
過
剰
で
、
農

産
物
価
格
は
木
材
同

様
値
下

が
り
傾
向

が
強
い
わ
け
で

す

が
、
二

一
世
紀
の
二
〇
年

代
以
降
は
一
方

に
お
け

る

世
界
人
口

の
急
増
、
他

方

に
お
け

る
環
境
問
題

な
ど
か

ら
食
料

の
増
産
に
困
難
が
加
わ

る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、

二
一
世
紀
は
世
界
的

に
食
料
事

情
が
逼
迫
す

る
と
予
測

さ
れ

て
い
ま
す

。

こ
れ

は
、
農
水
省

が
調
査
会

の
当

初
か
ら
念
頭

に
置

い
て
い
た
ひ
と
つ
の
点

で
、
そ

れ
へ
の
対

応
に
つ
い
て

は
数
年
前

か
ら
考
え

て
い
た
よ
う
で
す
。
基

本
問
題
調

査

会
答
申
の
参

考
資
料
の
中

で
は
、
日

本
の
食
糧
輸
入

の
確
保
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な

シ
ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン
を

し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
一
番
厳
し
い
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
は
輸
入
が
杜
絶
し
て
の
自
給
だ
け

に
頼

る
と

い
う
条

參
件
下

で
国
民

に
保
障
で
き
る
栄
養
水
準

を
算
出
し

た
も

の

で
す

が
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
戦
中

と
同

じ
よ

う
に
全

て
の
食
料

を
政
府
管
理
下

に
置
き

、
食

料

の
配

給
統
制

と

、
生

産
計
画

化
を
す

る
と
し

て
も
、
今

の
栄
養
水
準

の
五
〇
~
六

〇
%
程

度
し
か
確
保
で
き
な

い
と
し
て
い

る
。
つ

ま
り
ほ
ぽ
戦
争
末
期
に
近
い
水
準

で
し
か
食
料

供
給

は
で
き
な
い
と
い
う
計
算
に
な

っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
危
機
意
識

が
あ
る
の
で
、
基

本
法
の
一

つ

の
柱
と
し
て
「
食

糧

の
安

全
保
障
」
を

掲

げ
て
い

る
わ

け
で
す
。

基
本
問
題
調
査
会

に
お
い
て
も
、
今

回

の
基
本
法

に

食
料
自
給
率

の
具
体
的

な
目
標
値
を
掲

げ

る
べ
き

だ
と

い
う
意
見

が
強

く
出

た
よ
う
で
す

。
し

か
し
最
終

答
申

で
は
そ

の
点

は
ぼ
か
し
て
「
で

き

る
だ
け
自
給
率

を
高

く
す

る
よ

う
に
努
力

す
る
」
と

い
う
表
現

に
と

ど
ま
っ

て
い
ま
し

た
。

と
こ

ろ
が
、
基
本

法
は
、
そ

の
点

に
つ
い
て
少
し
踏

み
込

ん
で
、
「
基
本
計
画
」
に

自

給

率

を

具
体

的

に
掲

げ
る
と
し

て
い
ま
す
。
す

で
に
農
水

省
の
中
に
は
そ
の

数
値
を
検

討
す
る
た
め
の
組
織
が
で

き
て
検
討
を
始
め

て
い
る
と
の
こ
と
で
す

。

こ
う
い
う
わ
け

で
、
基
本
法
制
定

後
の
動
き
と
し
て

は
「
基

本
計
画
」
が

作
ら
れ
、
何

年

ま
で
に
日
本

の
食

料
自
給
率
を
何

%
に

す
る
と
い
っ
た
数
値
が
盛
り
込
ま

れ

る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
政
府

は
そ
れ
は
努
力
目
標

で

あ

る
と

い
う
少

し
腰

が
引

け
た
説
明
を
し

て
い
ま
す
が
、

い

ず
れ

に
せ

よ
従
来
と
異
な
り
食
料
自
給
率
を
積
極
的

に
高
め

て
ゆ
き
二
一
世
紀
の
世
界

的
な
食
料
不
足

に
対

応
す

る
と
い
う
姿
勢

が
は
っ
き
り
し
て
き

た
こ

と
は
確

か
で
、
ひ

と

つ
の
前

進
と
い
え
ま
し

ょ
う
。
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第 (3)

一

多
面
的
機
能
の
肝
価
と
維
持

二
番
目
の
柱
は
、
国
有
林
の
改
革
と
少
し
似
て
い

る
の
で
す

が
、
農

業
政
策

の
重
点

を
、
農

業
生
産
あ

る

い
は
食
料

の
供
給
に
絞

る
の
で
は
な
く
、
農

業
か
持

っ

て
い
る
多
面

的
な
機
能
を

で
き

る
だ
け

評
価
し
活
か
し

て
ゆ
く
こ
と

に
置
く
と
い
う
こ
と

で
す

。

国
有
林
改
革

の
場

合
で
も
、
林

産
物

の
供

給
と
い
う

機
能
だ
け

で
な
く
、
森

林
の
持

っ
て
い

る
多
面

的
な
機

能
を
発
揮
さ
せ

る
こ

と
が
重
点
の
ひ
と

つ
に
な

っ
た
わ

け

で
す
が
、
基

本
法

も
、
多

面
的
な
機
能

の
評
価
と
発

揮

と
い
う
点

に
政
策

の
重

点
を
置
き
、
環

境

保
全
、
農

村
文
化

の
維
持
な
ど
文
字

通
り
多
面
的
な
施

策
を
追
求

し

て
ゆ
く
と
し
て
い
ま
す

。

そ
れ
と

の
関
連
で
、
農

山
村
対

策
が
「
中

山
間
地
域

対
策
」
と

し

て
重
点
的

に
取

り
上

げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

条
件
不
利

地

域
に
対
し

て
は
特
別

な
手
当
を
し

て
村

の

保
全
や
環

境
保
全
に
重
点

を
置
い
た
農
業
政
策
を

考
え

よ
う
と
い

う
こ

と
で
す

。

山
村

振
興
法
以
来

、
こ

の
よ

う
な
議
論
は
い
ろ

い
ろ

あ

っ
て
、
す

で
に
他

の
政
策

で
そ
れ

な
り
に
対
応
し

て

き

た
わ
け

で
す

が
、
少

な
く
と

も
農
政
の
基
本
を
決

め

る
法
律

の
中

に
「
中

山
間
地
域
対

策
」
を

積
極
的

に
盛

り
込
む
こ
と

に
踏
み
切

っ
た
の
は
初
め
て

で
、
そ

の
点

が
、
今

度

の
基
本
法

の
一

つ
の
特
徴
と

い
え

ま
す
。

こ
の
点

に
つ
い
て
も
実
は
基
本
問
題

調
査
会
の
議
論

と
、
国

会

に
出

さ
れ
た
法
案
と

の
間

に
は
、
多

少
の
差

が
あ
り
ま
す

。

つ
ま
り
「
中

山
間

地
域
」
と

い
う
の
は
自
然
的
条
件

そ

の
他

か
ら
い

っ
て

農
業

生
産
の
コ

ス
ト
が
相

対
的
に

高

く
な

る
こ
と

は
避
け
ら
れ
な

い
。
そ

こ
で
自
由
競
争

‘
l
E

に
委
ね
る
と
、
所

得
上

被
る
不
利

を
、
E
U
の

よ
う
な

「
直

接
所
得
補
償
」
に

よ
り
補
う

必
要

が
あ

る

。
そ

れ

に
よ
り
「
中

山
間
地
域

」
の
定

住
人

口
を
安
定

さ
せ

、

そ
こ
で
の
農
業
生

産
を
維
持
し

て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
意
見

が
調
査
会

の
委

員
の
中
か
ら
か
な
り
有
力

に
出

さ
れ
た
よ

う
で
す

。

た
だ
し

、
そ

の
手
法

に
つ
い
て
は
非
常

に
あ
い
ま
い

で
、
地
域
を
指
定
す

る
条
件

、
個

々
の
経
営
者

へ
の
所

得

補
償
の
形
、
補

償

の
水
準

、
国
民

の
一
部

に
過

ぎ
な

い
経
営
者

に
対
し

て
直
接
の
所
得

補
償
を
す

る
こ
と
へ

の
国
民

の
合
意
の
形
成
な
ど
を
将
来

の
検
討

事
項
と
し

て
先
送
り
を
し
て
い
ま
し

た
。
実

際
私
も
答
申
を
読
ん

で
、
近

い
将
来
そ
れ

が
実
施

さ
れ

る
こ
と

は
難
し
い
と

感
じ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
意
外
に
も
農
政
大
綱
で
所

得
補
償
を
謳
い
、

今
度
の
基
本
法
で
も
「
中

山
間
地
域

に
対
す

る
一
定
の

所
得
補
償
」
へ

と
踏
み
込
ん
で
い

る
の
で
す

。

こ
れ
は
、
「
中
山
間
地
域
」
の

荒
廃

、
過

疎
化

が
進

み
’
、
耕作
放
棄
地
が
急
激

に
増
え

て
い

る
こ
と
、
水

田

の
維
持
が
で
き
な
く
な
り
土
砂
崩
壊
や
水
の
保
全
ま
で

危
機
的
な
状
況
が
迫

っ
て
い

る
こ
と
な
ど
、
農

水
省
と
’

し
て
も
、
「
中
山
間
地
域
」
の

維
持

を

考
え

ざ

る
を

得

な

い
と
こ
ろ
に
ま
で
来

た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
こ

の
政
策
の
実
施

に
強
く
反
対
し
て
い
た
の

が
大

蔵
省
で
し
て
、
反

対

の
理
由

の
一
つ
は
、
個

々
の

国
民

に
対
し

て
直
接
的

に
所
得

補
償
を
す

る
と
い
う
制

度
は
日
本
で
は
生
活

保
護
世
帯
以
外

に
な
く
、
実

際
に

働

い
て
い
る
人
間

に
直
接
所
得

補
償
を
す
る
こ
と
は
日

本

の
政
策
体
系
に
な
じ
ま
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
た
め
実
施
を
望

む
農
水
省
と
の
押
し
問
答
が
こ
こ

数
年
続
い
て
い
た
の
で
す
が
、
大
蔵
省
が
折
れ
た
の
か
、
3
2

基
本
法
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

㈲

市
場
原
則
の
適
用

三
番
目
の
柱
は
、
主

と
し
て
農

産
物

の
価
格
政
策

に

関
し
て
で
す
が
、
こ

こ

で
は
市
場
原

理
に

で
き

る
だ
け

委

ね
、
こ

れ
ま
で
の
米
麦
や
畜
産
物

の
よ
う
な
価
格
維

持

政
策
は
し
な
い
と
い
う
考
え
方

が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

や

や
強
く

言
え
ば
、
農

産
物
価
格

政
策
か
ら
は
撤
退
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し

か
も
、
こ

の
市
場
原
理
に
委

ね
る
と
い
う
こ
と

に

つ
い
て
は
、
輸

入
自
由
化
か
前
提
と

さ
れ
て
お
り
、
輸

入
問

題
に
つ
い
て
は
国
際
的
な
通
則

に
従

う
と
い
う
考

え
方
を
し

て
い
ま
す
。

つ
ま
り
は

W
T
O
の

大
き
な
流

れ
を
日
本
も
受
け
入

れ
、
こ

れ
か
ら
は
農
産
物

に
つ
い

て
も
貿
易
自
由
化
、

市
場

開
放

を
進
め

る
と
い
う
こ
と

で
す

。
関

税
以

外
の

数

量
制

限
は
一
切
し
な
い
し
、
そ

の
関
税
率

も
国

際
的

な
慣
例

に
従

っ
て
漸
次
一
五

%
と

か

}
○
%
と
い
ヴ
水

準

に
ま

で
下

げ
て
い
く
、
と

い
う
こ
と

で
す

。
先
ほ
ど

決
定
さ
れ

た
米

の
輸
入

の
関
税
化
は
こ
う
い
う
基
本
法

の
考
え
方
を
先
取

り
し
た
も
の
と
い
っ
て
い
い
で
し
よ

現
在
ま
で

の
基
本
法

で
は
「
国

内

の
農
業

に
甚
大
な

る
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う

に
適
切
な
国

境
調
整
を
す
る
」

と
し
て
い
ま
す
。
実

際

に
は
適
切
な
国
境
調
整
は

さ
れ

ず
、
な

し
く
ず
し
に
自
由
化
が
進
め
ら
れ

た
結
果
自
給

率
は
い
ち
じ
る
し
く
低
下
し
て
き

た
わ
け

で
す

が
、
今

度
は
建
て
前
と
し
て
も
国
境
措
置

は
消
え

、
関
税
化
以

外
の
制
限
政
策
は

と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

今



で
す

。

た
だ
し
多
少

の
例

外
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
セ

ー

フ

ガ
ー
ド
」
は

残
っ
て

い
ま
す

。
何

か

の
理
由
で
農
産

物
が
大
量

に
一
時
的

に
集
中
的

輸
入

が
行

わ
れ
、
国

内

の
価
格

が
大
幅

に
下

が

る
事
態

が
生

じ

た
時

に
は
、
緊

急

に
セ
ー
フ

ガ

ー
ド
と
し

て
関
税
を
か
け

た
り
輸
入
制

限
を
し

た
り
で
き

る
。
こ

の
措

置
は

W
T
O
も

認
め
て

い
ま
す

。

も
う

一
つ
は
、
国

内

の
市

場
価

格
が
舍
輻

に
妖
下

し
、

農
業
経
営

に
甚
大
な
被

害
が
生

じ
た
場
合

は
、
直

接
の

所
得
補

償
と
し
て
、
な

ん

ら
か
の
救
済

措

置
を

と
る
と

し
て
い

ま
す

。
そ

の
具
体
的

な
や
り
方

は

ま
だ
決

ま
っ

て
い
ま
せ

ん
が
、
と

に
か

く
打
撃

を
緩

和
す

る
と
い
う

措
置
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い

ま
す

。

こ
の
こ
と

か
ら
、
農

山
村

に

つ
い
て

い
え
ば
、
二

重

の
措
置

が
採

ら
れ

る
こ
と

に
な
り
ま
す

。
平

坦
農
村

で

は
、
輸

入

に
よ
る
価
格
暴
落

の
際
に

】
定
の
所
得
補
償

が
あ

る
だ
け

で
す
が
、
条

件
不
利

地
域

に
つ
い
て
は
、

そ
れ

に
「
中

山
間

地
域
」
と

し
て
の
所
得

補
償
が
加
わ

る
と
い

う
こ

と
に
な

る
の
で
し

ょ
う

。

四
、
内
包
さ
れ
る
対
立
点

い
か
ら
で
す
。

そ
の
意
味
で
今
度
の
基
本
法
は
ど
う
も
二
つ
の
方
向

に
志
が
引
き
裂
か
れ
て
い
る
感
じ
を
受
け
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
一
方
で
は
食
料
の
自
給
率
を
高
め
て
農
山
村
の

振
興
を
図
る
と
し
、
他
方
で
は
外
に
対
し
て
開
か
れ
た

体
制
、
国
内
で
は
市
場
経
済
優
先
を
貫
き
、
自
由
化
・

開
放
化
と
い
う
方
向
を
進
め
る
。
こ
の
二
つ
の
魂
が
矛

盾
な
く
両
立
す
る
の
な
ら
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
が
、

客
観
的
に
見
て
そ
れ
は
大
変
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
す
。

し
か
も
こ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
方
策
が
少
し
も
考
え

ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
今
度
の
基
本
法
も
二
、

三
年
も
す
れ
ば
破
綻
し
て
、
ま
た
お
蔵
入
り
す
る
以
外

に
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

五
、
米
関
税
化
に
見
る
矛
盾
点

そ
の
点
を
個
々
の

農
産
物

に
つ
い
て
議

論
す

る
と
大

変
面
白

い
の
で
す

が
、
・
時間

が
な
い
の
で
、
今
関
税
化

が
進
ん
で
い
る
米

を
例

に
と
っ
て
、
若
干
具
体
的
な
話

を
し

て
み

た
い
と
思

い
ま
す

。

今
度

の
米

の
関

税
化

と
い
う
の
は
、
前
述

の
よ

う
に

か
な
り
性

急
に
推
し
進
め
ら
れ
、
こ

の
四
月

か
ら
実
施

今
度
の
基
本
法
は
、
以
上
の
よ
う
な
三
本
柱
で
組
み
 

さ
れ
ま
す
。

立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
重
大
な
矛
盾
 
 

多
少
の
例
外
は
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
は
米
は

が
あ
り

ま
す
。
す

な

わ
ち
、
一

本
目

の
食

糧
自
給
率

の

上
昇
、
二

本
目
の
農
山
村

の
維
持
を
図

る
と
い

う
柱

は

我
々
と

し

て
も
そ
れ

な
り

に
評
価
で
き

る
政
策
で
す
が
。

こ
れ

ら
と
三
番
目

の
「
価

格
自
由

化

」
「
市
場

原

理

に

委

ね
る
」
と

い

う
柱

と

が
両
立
す

る
と
は
考
え
ら

れ
な

政
府
貿
易
品
で
し
た
。
例
外
と
い
う
の
は
米
の
加
工
品

や
ク
ズ
米
の
一
部

(
特
に
沖
縄
の
泡
盛
月
な
ど
)
な
ど

で
す
。
た
と
え
ば
、
ピ
ラ
フ
の
原
料
の
よ
う
に
米
と
他

の
材
料
と
を
混
ぜ
て
輸
入
す
る
場
合
は
政
府
貿
易
の
外

に
置
か
れ
て
、
民
間
で
輸
入
で
き
る
と
い
う
建
て
前
に

母
な
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
国
内
の
米
が
高
騰
し
た
時

に
は
ピ
ラ
フ
の
他
の
材
料
を
国
内
で
ふ
る
い
分
け
し
て

米
だ
け
売
つ
た
と
い
う
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
例
外
は
あ
っ
た
も
の
の
、
民
間
貿
易
は

原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て

ウ
ル
グ
ア
イ

ー
ラ
ウ
ン
ド
の
合
意
で
ミ
ニ
マ
ム
ア
ク
セ

ス
制
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、
一
定
量
の
外
米
を
義
務

的
に
輸
入
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た

が
、
そ
の
量
椪
籌
惡
畫
の
三
%
か
ら
は
じ
ま
り
、
年
々

増
や
し
て
い
っ
て
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
八
%
に
す
る
と

い
う
約
束
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
次
の
W
T
O
の
交
渉
に
向
け
て
そ
れ
を
先

取
り
し
た
形
が
、
こ
の
四
月
か
ら
民
間
貿
易
を
認
め
、

ミ
ニ
マ
ム
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
輸
入
量
を
漸
増
さ

せ
ず
に
固
定
し
、
そ
れ
以
外
の
民
間
輸
入
分
に
対
し
て

新
た
に
関
税
を
か
け
る
と
い
う
政
策
を
決
定
し
、
そ
れ

を
す
で
に
W
T
O
に
通
告
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
い
う
と
、
平
成
十
一
年
度
は
輸
入
米
に
は

三
五
一
円
/
キ
ロ
と
い

.
う重

量
税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
本
来
な
ら
ば
、
ミ
ニ
マ
ム
ア
ク
セ
ス
は
七
六
万

ト
ン
を
輸
入
す
る
義
務
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
昨
年
度

の
輸
入
量
で
あ
る
七
二
万
ト
ッ
で
固
定
す
る
。
来
年
平

成
十
二
年
度
は
八
五
万
ト
ソ
に
な
る
は
ず
の
ミ
ニ
マ
ム

ア
ク
セ
ス
は
増
加
さ
せ
ず
、
関
税
率
は
少
し
下
げ
て

三
四
一
円
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
三
五
一
円
と
い
う
の
は
重
価
税
に
換
算
す
る
と

匸
一
〇
〇
%
く
ら
い
に
も
な
る
大
変
な
高
関
税
で
す
。

こ
の
関
税
算
出
の
基
礎
は
、
一
九
八
八
年
度
の
輸
入
米

価
格
三
七
円
/
キ
ロ
と
、
そ
の
時
の
国
内
米
価
格
四
二
九

円
と
の
価
格
差
に
相
当
す
る
三
九
二
円
を
カ
バ
ー
す
る
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だ
け
の
重
量

税
と
い
う
考
え
方

で
す

。
そ

の
前

後
三
ヵ

年
の
平

均
を

と
っ
て
三
五
一
円
と
い
う
数
字

に
し

た
わ

け

で
す

。

つ
ま
り
、
農

水
省
の
言
い
分
は
、
輸

入
米

と
国

内
産

米

と
の
価
格
差

を
関
税
と
し
て
と
す
れ

ば
質

の
い
い
国

内

産
米
の
方

が
有
利

に
な
り
、
事

実
上
輸
入

は
ほ
と
ん

ど
増

え
ず
、
国

内
農
業
も
維
持

で
き

る
と

い
う
こ
と
で

す

。し

か
し

こ
こ

に
一

つ
の
問
題

が
あ
り
ま
す

。
W
T
O

の
次
期

ラ

ウ
ン
ド
の
交
渉
の
全
体
的
な
流
れ

は
、
さ

ら

に
自
由
化

を

進
め

関
税
率
を
も
っ
と
下

げ

る
と

い
う
こ

と

で
す

。
だ

か
ら

匸

一
〇
〇
%
と

い
う

ベ
ラ
棒

に
高
い

関
税
率

が
こ

の
交

渉
の
中
で
維
持
で
き

る
と

い
う
見
込

み
は
ま

ず
な
い

で
し

ょ
う
。

と
こ

ろ
が
新
聞
報

道
に
よ

る
と
、
農

水

省
の
作

戦
は

交
渉

の
過
程

で
出
来

る
だ
け
粘
っ
て
、
前

の
ウ
ル
グ
ア

イ

ー
ラ
ウ
ン

ド
の
場
合

と
同
じ
よ
う

に
七
年
間
位

の
時

間

稼
ぎ
を
し

、
そ

の
間

に
国
内
の
農
業
生
産
の
合
理
化
、

で
す
か
ら
七
年
間
で
生
産
費
用
を

I
〇
分
の

一
に
す

る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能

で
す

。
日
本
の
稲
作
経
営

を
四
〇
h
位

の
規
模

に
す
れ

ば
コ

ス
ト
を
半
減

で
き

る

と
い
う
計
算
を
す

る
人
も
あ
り
ま
す

が
、
そ

ん
な
こ
と

を
日
本
全
土
で
実
現

で
き

る
も

の
で
は
な

い
し
、
仮

に

実
現
し
て
も

I
〇
分
の

一
と
二
分

の
一
と

で
は
コ

ス
ト

削
減
の
格
差
は
歴
然
と
し

て
い
ま
す

。

つ
ま
り
交
渉

が
何
年
先

に
ま
と
ま
ろ

う
と
、
関

税
率

か

I
〇
%
と
か
一
五
%
に
下

が
っ
た
ら
、
特
殊
な
酒
米
・

寿
司
米
と
か
魚
沼
産
の
コ

シ
ヒ
カ
リ
と
か
を
除
け

ば
、

国
内
の
普
通
の
米
は
競
争
力

が
全
く
な
い
と

い
う
状

態

は
変
り
よ
う
が
な
い
。
特

に
中
山
間
地
域

の
コ

ス
ト
の

高
い
米
は
全
滅
す

る
以
外

に
な
い
で
し

ょ
う
。

そ
の
差
額
を
所
得
補

償
す

る
と
い

っ
て
も
、
額

が
厖

大
で
財
政
負
担
で

カ
ヴ
ア
で
き

る
と
は
到
底
考
え

ら
れ

ま
せ
ん
。
ま

た
農
民
だ
け

が
補
助
金
を

も
ら
う
こ

と
へ

の
国
民
的
合
意
も
難
し

い
と
考
え
ら
れ
ま
す

。

・
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
図
り
、
国
際
的
に
競
争
力
の
あ
る
米
 

六

、
W
T
O
で

の

流

れ

作
を
育
成
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

前
の
ラ
ウ
ン
ド
が
決
着
ま
で
に
七
年
も
か
か
っ
た
の
は

日
本
が
粘
つ
た
か
ら
で
は
な
く
、
輸
出
穀
物
に
補
助
金

を
つ
け
て
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
す
る
や
り
方
を
維
持
す
る

か
ど
う
か
を
中
心
と
し
て
当
時
の
E
C
と
ア
メ
リ
カ
と

の
間
で
揉
め
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
す
。
農
水
省
が

ど
ん
な
に
粘
つ
て
も
、
大
勢
か
ら
言
え
ば
二
、
三
年
で

押
し
切
ら
れ
る
と
読
ん
だ
方
が
い
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
七
年
の
間
に
国
際
競
争
力
を
高
め
る
と
い
う
の

も
極
め
て
楽
観
的
な
議
論
で
す
。
二
倍
、
三
倍
な
ら
ば

と
も
か
く
、
い
ま
の
価
格
差
は

】
○
倍
以
上
あ
る
わ
け

‐
`
9

最
近
の
報
道

に
よ
れ

ば
、
政
府

が
W
T
O
に

報
告
を

し

た
三
五

一
円
と

い
う
関

税
に
対

し
て
E
U
を

始
め
カ

ナ
ダ

ー
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア

ー
ウ
ル
グ
ア
イ
が
異
議
申
し

立
て
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
異

議
申
し
立
て

を
す
る
と
日
本
と
各
国
と
の
間
で
二

国
間
協
議
を
す
る

こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ

の
協
議
で
折
昨
f
合い
が
つ
か
な

い
場
合
に
は
、
W
T
O
は

パ
ネ

ル
つ
ま
り
小
委
員
会
を

設
け
て
裁
定
を
し
、
そ

の
裁
定

に
は
原
則
と
し
て
従
わ

な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ

と

は
外
交
交
渉
の
駆
け
引

き
で
す
か
石
、
ど

う
な

る
か
は

な
か
な
か
読
め
ま
せ
ん
が
、
日
本
へ
の
異
議
申
し
立
て

は
恐
ら
く
パ
ネ
ル
に
持
ち
込
ま
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
結

果
と
し
て
関
税
を
半
分
ま
た
は
三
分
の
一
に
し
ろ
と
い

う
裁
定
が
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る

こ
と
で
す
。

お
わ
り

に

こ
う
い
う
わ
け
で
、
関

税
化
を
先
取

り

し
て
小

手
先

の
手
法
で
く
ぐ
り
抜
け
よ

う
と
い
う
政
府

の
姿
勢
に
は

問
題
か
あ
る
し
、
何

よ
り
も
こ

の
よ

う
な

事
態

に
つ
い

て
国
民
に
は
ほ
と
ん
ど
正

確
に
知

ら

さ
れ

な
か
っ
た
だ

け
で
な
く
、
国

会
審
議

さ
え
も

な
く
、
行

政
が

一
方
的

に
決
め
て
、
あ

っ
と

い
う
間

に
決

め

て
し

ま
っ
た
と
い

う
点
は
、
日

本

の
民
主
主

義
の
大
変
大

き
な
歪
み
だ
と

い
う
し
か
な
い
で
し

ょ
う
。

し
か
も
、
こ

れ

で
お
わ
か
り
の
よ

う
に
、
は

な
は
だ

怪
し
げ
な
議
論

の
上

に
国

策
が
動
い

て
い
る
の
で
す
。
『

私
は
、
そ

れ

が
「
中

山
間

地
域
」
の

農
業

に
と

っ
て
は

大
変
大
き
な
問
題
を
引

き
起
こ
す
の

で
は
な
い
か
と
憂

え
て
お
り
ま
す

。
こ

の
点

を
私

の
感
想
と
し

て
ご
報
告

し
、
一

応
の
責
め
を
果

た
し

た
い
と
思
い
ま
す

。

参

こ
の
内
容
は
、
国
民
森
林
会
議
総
会

(
3
月

2
0
日)
の
席
上
行
な
わ
れ
た
記
念
講
演
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
。
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新聞・こ の 3ヵ 月

湘 ’

●

切
り
抜
き
森
林
・
林
政

[
読
売

]
3
月

8
日

-
森

林
を
次
代

に

引

き
継
ぐ

た
め

に
I

中
央
森
林
審
議
会

(
農
相
の
諮
問
機

関

)
が
「
森

林

の
新
た
な
利
用
の
方
同
」

に

つ
い
て
答
申
を

ま
と
め

た
。

答
申
は
、
森

林

が
持

つ
公

益
的
機
能

を
将

来
に
わ
た

っ
て
維
持

す
る
こ
と
の

重
要

性
を
強
調
し
、
適

切

な
管
理
の

一

環
と
し

て
、
住

民
か
森
や
林

と
も

っ
と

深

く
か
か
わ
る
こ
と

が
で
き
る
機
会
を

提
供

す
べ
き
だ
、
と

指

摘
し

て
い
る
。

具
体

的
に
は
、
国

有
林

な
ど
を
活
用

し

て
森

林
づ
く
り

が
で
き

る
場
の
確
保

や
関

連
情
報
の
提
供
、
指

導

者
養
成
の

必
要

性
や
体
験
度
に
応
じ

た
き
め
細
か

な

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
な

ど
、
多

彩
な

メ
ニ
ュ
ー
を

提
案
し
て
い

る
。
民

有
林

の
経
営
者

に
も
協
力
を
求
め
る
内
穽
愨

。

森
を
守

る
た
め
に
、
ま

ず
住
民

の
理

解

を
深

め
る
こ
と
が
重
要
だ

と
い
う
発

想

に
異

論
は
な
い
。
森

林

づ
く
り
に
参

加
し

た
く
て
も
、
そ

の
方
法

が
わ
か
ら

な
い
人

が
多
い
。
さ

ま
ざ

ま
な
プ

ロ
グ

ラ

ム
を
用
意

し
、
情

報
を
提
供

す
る
こ

と
は
参
加

の
機

会
を
増
や
す

う
え
で
意

●

ゾ
ヤ
ー
ナ
ル

J

新
聞
・
こ
の
三
ヵ
月

し

義
が
あ
る
。

た
だ
、
す
で
に
多
く
の
自
治
体
が
住

民
参
加
の
植
林
事
業
な
ど
に
自
主
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
漁
業
関
係
者
が

「
森
か
ら
出
る
き
れ
い
な
水
が
魚
を
育

て
る
」
と
い
う
認
識
を
深
め
、
荒
れ
た

森
に
率
先
し
て
木
を
植
え
、
森
林
づ
く

り
に
加
わ
る
動
き
も
広
が
っ
て
い
る
。

国
の
取
り
組
み
は
、
地
域
の
自
主
的

な
動
き
を
後
押
し
す
る
た
め
の
枠
組
み

づ
く
り
に
重
点
を
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

官
製
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
押
し
付
け
で
は
、

住
民
の
共
感
は
得
ら
れ
な
い
。

折
し
も
、
国
有
林
野
事
業
が
三
月
か

ら
新
し
い
体
制
に
贅
汀
し
、
全
国
の
営

林
局
と
営
林
署
が
そ
れ
ぞ
れ
森
林
管
理

局
、
森
林
管
理
署
に
再
編
、
統
合
さ
れ

た
。
改
革
の
最
大
の
狙
い
は
、
名
称
の

変
更
に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
森
林

管
理
の
重
点
を
こ
れ
ま
で
の
木
材
生
産

か
ら
、
環
境
保
全
や
水
資
源
の
か
ん
養

な
ど
、
森
林
が
持
つ
公
益
的
機
能
重
視

に
置
き
換
え
る
こ
と
に
あ
る
。

国
有
林
の
五
割
強
を
占
め
る
木
材
生

産
林
の
比
率
は
二
割
強
ま
で
減
ら
し
、

逆
に
公
益
林
を

八
割
程
度
ま
で
増
や
す
。

造
林
や
丸
太
生

産
事
業
は
民
間

に
全
面

的
に
委
託
す

る
。
木
材

販
売
で
森
林
を

維
持
・
管
理
す

る
時
代
は
終
わ
り
を
告

げ
る
改
革
だ

が
、
遅

き
に
失
し
た
感
は

強
い
。

国
が
第

一
に
や
る
べ
き
仕
事
は
、
国

民
共
通
の
財

産
で
あ
る
国

有
林
を
文
字

通
り
「
国

民

の
森
」
に

す

る
た
め
に
、

事
業
を
改
革

の
方

向
に
沿

っ
て
し

っ
か

り
と
定
着

さ
せ

る
こ
と
だ
。
そ

の
う
え

で
、
森
林
管
理

事
業

と
住
民
参
加
を
う

ま
く
結

び
付
け

る
努
力
を
続
け
た
い
。

【
日

経
】
3
月

1
4
日-
森

で
働
き
ま
せ

ん
か
I

林
業
に
就
職

し
た
い
、
森

林

ボ
ラ

ン

テ
ィ
ア
を
体
験

し
た
い
、
と

い
う
人

を

対
象
に
し

た
「
森

林

へ
お
い
で
よ
全
国

フ
ェ
ア
匐
」
が

十
三

日
、
東

京
都
江
東

区

の
東
京

ピ
ッ
ク
サ
イ
ト
で
始

ま
っ
た
。

自
然
志
向
の
高

ま
り
と
、
不

景
気
に
よ

る
就
職
難
を
反
映
し

、
各

県
が
出
展
し

た
就

職
の
相
談

ブ
ー
ス

や
自
治
体
の
森

林
関
係
の
資
料

コ
ー
ナ

ー
は

列
が
で
き

る
ほ
ど
。
若
者

か
ら
五
十
代
の
男
性
、

親
子
連

れ
や
カ

ッ
プ
ル
の
姿
で
埋
ま

っ

た
。二

十

四
の
道
府
県
が
出
展
し

た
相
談

ブ
ー
ス

に
は
、
職

員
が
林
業

に
関
す

る

情
報
や

受
け
入
れ
態
勢
な
ど

の
相
談

に

応
じ

て
い
る
。
人

気
の
あ

る
県
は
、
相

談
者

が
列

を
つ
く
る
ほ
ど
。
神

奈
川
県

の
二
十
代

の
男
性

は
、
「
林
業

に
就
こ

う
と
決

心
し
、
い

ま
は
失
業
状
態

。
す

ぐ

に
就

職
で
き
る
と
こ
ろ
か
あ
れ

ば
決

め

た
い
」
と

情
報
を
集
め
て
い

た
。
北

海
道

の
担

当
者
は
、
「
五
十

代

の
男
性

や
女
性

が
熱
心
な
の
で
驚
い
た
」
と

話

し
て

い
た
。

[
朝
日

]
4
月

1
0
日卜
山
村
再
生
の
一

助
に
I

「
バ

イ
オ

マ
ス
」
と

い
う
聞
き
慣
れ

な
い
言
葉

が
林
業
関
係
者

の
間

で
流
行

語

に
な
っ
て
い
る
。
本

来
は
、
生

物

エ

ネ
ル
ギ

ー
全
般
を
指
す
言
葉
だ

。
林
業

関
係
者

か
注
目
し
て
い

る
の
は
、
雑

木

や
間
伐
材

、
街

路
樹
の
せ
ん
て
い
枝
な

ど
を
発

電
用
の
燃
料

に
利
用
し
よ
う
と

い
う
構

想
で
あ
る
。

森
林

が
健
全
に
維
持

さ
れ

る
と
、
二

酸
化
炭
素

が
森
林
に
吸
収

さ
れ
、
地

球

環
境

に
与
え

る
負
荷

が
小

さ
く
な

る
。

ス
ウ

ヱ
ー
デ

ン
で
は
、
間

伐
材
な
ど

の
森
林

の
廃
棄
物
を
利
用
し
て
、
必

要

電
力

の
二

割
近
く
を
供
給
し

て
い

る
と

い
う
。

日
本

で
も
、
利

用
方
法
や
技
術
の
開

5
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発

に
取

り
組
む
研
究
者

が
出

て
き
た
。

岩
手

県
や
兵
庫
県
、
愛
媛
県
な
ど

で
は
、

自
治
体
や
森

林
組
合
が
実
用
化

の
準

備

を
進
め

て
い
る
。

岡
山
県
勝
山
町

の
製
材
会
社

で
は
、

工

場
残
材
等

で
発

電
し
、
工

場

の
暖
房

と
電
源
、
木

材
乾
燥

の
た
め
の
熱
源

に

利

用
し
て
い

る
。

環
境
に
配
慮
し

た
こ
の
よ
う
な
先
駆

的
な
試
み
を
、
公
明
な
援
助

な
し
て
や
っ

て
い
る
。
初

期
投
資

に
対

す

る
税
制
面

の
優

遇
措
置
や
余

っ
た
電
力
の
利
用
、

燃
焼

さ
せ
る
廃
棄
物

の
基

準
の
策
定
な

ど

、
行

政
が
対
応
す

べ
き

課
題
は
い
く

つ
も
あ

る
。
現

状
で
は
電
力

会
社
の
送

電
線
の
利
用
な
ど
に
制
約
が
あ
り
、
余
っ

た
電
力
を

近
く
の
自
社
工
場

ま
で
送

る

こ

と
も
難
し

い
。

島

根
県
や
愛

媛
県
で
は

、
森

林
組
合

な
ど

が
バ
イ
オ

マ
ス
発
電
を
導

入
し
よ

う
と
し

た
の
に
、
国

の
態

勢
か
整

っ
て

い
な
い

た
め

に
・
、
計
画

が
足
踏

み
す

る

事
態

が
起
き

て
い
る
。
せ

っ
か
く
の
民

間

の
試
み
を

ざ
折

さ
せ
る
よ

う
な
こ
と

が
あ

っ
て
は
な

る
ま
い
。

自

然
は
な

る
べ
く
、
あ

る
が
ま
ま

に

利

用
す

る
。
ど

う
し
て

も
出
て
く

る
廃

材

な

ど
は
、
環

境

に
負

担
を
か
け
な

い

エ
ネ

ル
ギ

ー
に
変
え

る
。
そ

う
し

た
発

想

が
、
山

村
の
再
生

に
は
必
要
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

[
東
京

]
4
月

2
0
日-
地

域

の
協

力
で

森
は
再
生
す

る
I

森
を
育
て
、
木

材
を
利
用
す

る
。
そ

れ
が
環
境
に
優
し
い
環
境
型
社
会
の
原

点
に
も
な
ろ
う
と
い
う
。
そ

の
通
り
だ

ろ
う
が
、
よ

い
森
づ
く
り

に
は
不
断
の

努
力
が
欠
か
せ
な
い
。

森
の
持

っ
て
い

る
役
割
は
大
き
く
て

深

い
。
二

酸
化
炭
素

を
吸
収
し
て
蓄
え
、

地

球
の
温

暖
化
を
防
い
で
く
れ

る
。
危

険

な
土
砂
崩

れ
を
抑
え
た
り
、
水

源
や

憩

い
の
場

で
あ
っ
た
り
す
る
。

森

か
ら
切

り
出

し
た
木
材
も
ま
た
、

さ
ま
ざ
ま
な
効
用

を
持
っ
て
い
る
。
木

の
家

は
炭
素

を
貯
蔵
し
て
く
れ
る
し
、

調
湿
作
用
も

か
な
り
よ
い
。

だ
か

ら
よ

い
森

を
つ
く
り
、
育
て
る
。

そ
し

て
み
ん
な
で
木
材
を
利

用
し
て
、

林
業
や
木
材

産
業

に
活
力
を

つ
け
る
。

そ
れ

が
二

一
世

紀
に
向
け
た
循
環
型
社

会

の
、
進

む

べ
き
道
で
も
あ
る
と
白
書

は

い
う
。

だ

が
、
白

書
が
い
う
ほ
ど
に
は
、
う

ま

く
い
っ
て
い
な
い
し
、
乗

り
越
え
る

べ
き
課
題
も
多
い
。

森

づ
く
り
は
、
短
期
決
戦

で
片

付
け

る
よ
う
な
話

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
世
代

を
越

え
て
の
、
か
な
り
息

の
長
い
仕

事

で
あ
る
。
植
林

か
ら
育
成

、
間
伐

ま
で

き
ち
ん
と

進
め
ら
れ

る
体
制
を

、
一

つ

ひ
と

つ
整
え
な
が
ら
、
地

道
に
取

り
組

ん

で
い
く
し
か
な
い
と
思

う
。

森
を
管
理
す
る
主
役
は
、
都

道
府
県

‘
蔘

か
ら
市
町
村
や
森
林
組
合

に
移

っ
て
い

る
。
森

の
実
態
を
よ
く
知
る
町
や
村

が
、

責
任
を
担
う
の
は
当
然
だ

ろ
う
。
互

い

に
協
力
し
合
え
ば
、
資

金
面

で
も
、
情

報
提
供
や
担
い
手
育
成

に
つ
い
て
も
、

も

っ
と
効
果
が
上

が
る
対
応

が
で
き
る

に
違
い
な
い
。

森
づ
く
り
の
、
直

接

の
担

い
手

の
森

林
組
合

の
経
営
基
盤
の
強
化
も
欠

か
せ

な
い
。
い

ま
進
め
て
い

る
の
は

、
広
域

合

併
に
よ
り
経
営
規
模
を
大
き

く
す

る

や
り
方

で
あ
る
。

活
動
の
範
囲

を
広
げ
、
効

率
も
上

が

る
よ
い
方

法
だ
と
思
う
。
一

千
四
百
組

合

を
六
百

に
が
、
目

標
と
い
う

が
、
政

策
支
援

も
惜

し
ん
で
は
な
ら
な
い

。
民

有
林
で
主
役
の
森
林
組
合

が
弱
い

ま
ま

で
は
、
循

環
型
社
会
に
必
要
な
森

づ
く

り
は
難
し

い
。

[
日
経

]
5
月

4
日
-
木

造
住
宅

の
良

さ
、
も

っ
と
見

直
そ
う
I

こ

の
数

年
、
長

い
間
忘
れ
ら
れ

て
き

た
森
や
樹
木

の
価
値
を
見
直
す
機
運

が

出

て
き

て
い
る
。
そ

れ
に
は
い
く

つ
か

の
理
由

が
考

え
ら
れ
る
。
た

と
え

ば
、

バ
プ
ル
が
は
じ
け

た
後
、
日

本
は
深
刻

な
長
期
不
況

に
見

舞
わ
れ
た

が
、
一

方

で
経
済

の
成

熟
化

が
進
み
、
日

本
人
の

価
値
観

が
物

的
豊

か
さ
よ
り
も
、
自

然

の
恵
み
を
よ

昨
亠
(
切
に
思
う
よ
う

に
シ

フ
ト
し

て
き

た
。

ま
た
、
急

速
な
工

業
化
に
よ
っ
て
、

‘
擧

世
界
的

に
金
属

資
源

が
枯

渇
し
て
き
た

こ
と
、
さ

ら
に
シ
ッ
ク
(
ウ

ス
症
候
群

の
発
生

に
み
ら
れ

る
よ

う
に
、
人
工

的

に

つ
く

ら
れ
た
化
学
物
質

を
多
用
し
た

住
宅
で
、
ぜ

ん
そ
く
や

ア
ト
ピ

ー
性
皮

膚
炎
な
ど

が
多
発
し

、
木

造
住
宅
の
良

さ

が
改
め
て
見
直

さ
れ

て
き
た
こ
と
な

ど
が
指

摘
で
き

る
。

だ

が
・
、
最
大
の
理
由

侭
、
森

や
樹
木

が
二

酸
化
炭
素

の
貴
重

な
吸
収
源

で
あ

る
こ
と

が
認
識

さ
れ

て
き
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

林
業
白

書
の
推
定

に
よ

る
と
、
日

本

の
森

は
、
年
間

C
0
。
を
炭

素
換

算

で

二
千
七

百
万

ト

ン
程

度
吸
収
し
て
い
る
。

一
方

、
経

済
活
動

に
よ

っ
て
年
間

排
出

さ
れ

る
C
0
。
量
は

、
三

億

三
千
万

ト

ン
程
度
な

の
で
、
森

は
排
出
量
の
約
八

%
を

吸
収
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方

、
日
本

の
森

が
ス
ト
ッ
ク
し

て

い

る
C
0
。
量
は
、
十

四
億

ト
ッ

近
く

に
達
す

る
。
こ
れ

に
対
し
日
本
の
木

造

住

宅
が
固
定
化
し
て
い

る
C
0
2
量
は
、

約

一
割
の

一
億

五
千
万

ト
ッ
程
度

で
あ

る
。
つ

ま
り
、
森
を

C
0
2
の
缶

詰
と

み

た
て
れ
ぱ
、
木

造
住
宅
を

つ
く

る
こ

と

は
、
森

を
都
市

に
っ
く
る
こ
と
に
ほ

か
な

ら
な

い
。
木

材
を
使

っ
た
住
宅
が

増
え

る
こ
と
は
、
そ

れ
だ

け

C
O
X
の

固

定
量
も
増
え
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
、
現

実
に
は
、
木

造
住
宅
は
非

木
造
住
宅

に
シ
ェ
ア
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
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か
つ
て
個
人
住
宅
と
い
え
ば
、
木
造
住

化
し
て
い
く
。
日
本
の
木
造
住
宅
は
現

宅
だ
っ
た
が
、
最
近
で
は
、
新
設
住
宅

在
、
価
格
の
安
い
輸
入
材
に
大
き
く
依

に
占
め
る
木
造
住
宅
の
割
合
は
四
割
強

存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は

に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
の
ま
ま
 
日
本
の
森
の
循
環
の
中
に
、
木
造
住
宅

で
は
四
割
を
割
り
込
む
こ
と
さ
え
予
想

を
位
置
づ
け
、
森
の
再
生
と
活
用
を
り

さ
れ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ン

ク
さ
せ
る
こ
と
が
、
持
続
可
能
な
日

木
造
住
宅
が
不
人
気
な
理
由
と
し
て

本
の
二
十
一
世
紀
の
た
め
に
必
要
だ
。

は
、
台
風
や
地
震
に
弱
い
、
燃
え
や
す
 

[
日
農
]
5
月
1
2
日¶
国
民
参
加
型
の

く
腐
り
や
す
い
、
シ
ロ
ア
リ
な
ど
の
被

森
林
行
政
ヘ
ー

害
を
受
け
や
す
い
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
 

林
野
庁
は
林
業
政
策
を
抜
本
的
に
改

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
主
と
し
て
従

善
す
る
た
め
、
「
森
林
・
林

業
・
木
材

来
型
の
建
築
工
法
に
問
題
か
あ
っ
た
た

産
業
基
本
政
策
検
討
会
」
を
設
置
、
そ

め
で
、
最
近
で
は
、
工
法
上
、
台
風
や
 
の
初
会
合
を
十
一
日
に
開
い
た
。
次
世

地
震
に
強
く
設
計
さ
れ
て
い
る
。
木
質

代
に
大
切
な
森
林
資
源
を
継
承
す
る
た

を
強
化
さ
せ
、
長
持
ち
さ
せ
る
た
め
の
 
め
①
担
い
手
不
足
に
対
応
し
た
地
域
支

加
工
技
術
も
大
幅
に
向
上
し
、
シ
ッ
ク

援
の
あ
り
方
②
水
資
源
の
確
保
な
ど
公

(
ウ
ス
症
候
群
な
ど
と
も
無
縁
だ
。
 
益

的
機
能
の
評
価
即
目
然
環
境
の
保
護
匚

ス
ギ
な
ど
の
樹
木
は
、
一
般
に
植
樹

な
ど
の
観
点
で
検
討
し
、
六
月
ま
で
に

後
十
五
年
か
ら
二
十
年
あ
た
り
か
ら
、
課

題
を
取
り
ま
と
め
る
。
最
終
的
に
は

幹
が
ど
ん
ど
ん
太
く
な
る
。
C
0
。
の
 

一
九
六
四
年
に
制
定
し
た
「
林
業
基
本

固
定
化
が
そ
れ
だ
け
活
発
化
し
て
く
る

法
」
の
改
正
に
着
手
す
る
見
込
み
で
、

わ
け
だ
。
や
が
て
、
五
十
年
、
八
十
年

木
材
生
産
を
中
心
に
置
い
た
政
策
か
ら
、

と
時
間

が
た
っ
に
つ
れ
、
固
定
化
の
速

森
林
の
多
面
的
機
能
を
評
価
し
て
、
国

度
が
落
ち
て
く
る
。
そ
こ
で
た
と
え
ば
、
民

参
加
型
を
求
め
る
森
林
行
政
へ
の
転

百
年
目
の
ス
ギ
を
伐
採
し
、
新
し
く
ス

換
を
目
指
す
。

ギ
の
苗
木
を
植
え
る
。
一
方
伐
採
し
た
 

同
検
討
会
は
専
門
罕
十
三
人
で
構
‘
眺

ス
ギ
で
百
年
持
つ
住
宅
を
つ
く
る
。
 
今

後
、
六
回
程
度
会
合
を
開
き
、
林
業

そ
う
す
れ
ば
、
百
年
か
け
て
C
O
X
 
の
位
置
づ
け
、
担
い
手
の
あ
り
方
、
木

を
固
定
化
し
て
き
た
ス
ギ
は
、
さ
ら
に

材
産
業
の
あ
り
方
な
ど
幅
広
い
観
点
か

百
年
住
宅
の
部
材
の
形
で
C
O
。
を
固

ら
問
題
を
整
理
す
る
。

定
化
し
続
け
る
。
そ
の
間
、
新
し
く
植
 

わ
が
国
の
林
業
は
現
在
、
木
材
価
格

樹
し
た
ス
ギ
が
新
た
に
C
0
。
を
固
定

の
低
迷
な
ど
で
木
を
切
ら
な
い
森
林
が

多

く

な

っ
て

い

る

。
こ

の

た
め

、
地

域

の
製

材

業

者

に

丸

太

が

供

給

さ
れ

ず

、

木

材

産

業

も

危

機

的

状

況

に
な

る
悪

循

環

に

陥

っ
て

い

る

。

ま

た

、
山

林

の
所

有

者

の

う

ち
、
他

市

町

村

に

住

む

人

は

三
割

辺
く

に
達
し

、

年

々
増

え

る
傾

向

に

あ

る

。
こ

の

た
め

必

要

な

間

伐

、
下

刈

り

な

ど

の

管

理
低

下

が

顕

著

に
な

っ

て

い

る

。

検

討

会

で

は

.
こ

れ

ら

の

問

題

を

整

理

し

、
今

後

、
市

町

村

の

ほ

か

、
都

市

住
民

の

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

な

ど

を

含

め

た

活

動

を

積

極
的

に

取

り

入

れ

、
森

林

を

維

持
し

て

い

く

シ
ス

テ

ム
作

り

を

検

討

し

て

い

く

。
ま

た

森

林

を

教

育

の
場

と

し

` て

一

層

活

発
化

す

る

方

法

な

ど

を

検

討
し

て

い

く

。

[
朝
日

]
5
月

扣一
日
-
「
緑

の
オ

ー
ナ

ー
」

廃

止

ヘ
ー

林

野

庁

は

十

八

日
、
国

有

林

へ

の
投

資

制

度

で

あ

る

「
緑

の

オ

ー
ナ

ー
」
の

一
般

公

募

を

今

年

度

は
と

り
や

め

る
こ

.
とを

明

か

に

し

た

。
木

材

価

格

の
低

迷

が

続

い

て

お

り

、
同

庁

は

「
採

算

が
見

込

め

る

適

当

な

林

が

な

く
な

っ

て

き

た

た

め

」
と

説

明

し

て

い

る

。
同

制

度

は

今

年

度

末

、
初

め

て
満

期

を
迎

え

る
が
、

一
部

の
契

約

の
受

取
額

が
当

初

の
払

込

額

を

下

回

り

、
「
元

本

割

れ

」
と

な

る

可

能

性

が
高

ま

っ

て

い

る
。
同

庁

は
、

「
来

年

度

以

降

の

公

募

再

開

は

想

定

し

に
く

い
」
と

し

て

お

り
、
制

度

は
開

始

か
ら
十
五

年
で
事
実
上

、
廃

止

に
向
か

う
こ
と

に
な
る
。

「
緑

の
オ
ー
ナ

ー
」
は

国
有
林
を
対

象

に
、
契

約
者

が
生
育
途
中

の
立
木

の

保
育

費
用

を
契
約

時
に

一
括
し
て
払

い

込
み

、
十

五
年

か
ら
四
十
年

後
の
満
期

時

に
、
そ

の
立
ち
木
を
売

っ
て
得
た
収

益
を
国

有
林
野
特
別
会
計

と
分
け
合

う

制
度

。
元

本
保
証
は
な
い
。
林
野
庁
は
、

森

林
保
全
へ
の
国
民
参
加

を
促
進
す

る

た
め
、
一

九
八
四
年
度
か
ら
導
入
し
た
。

一
口
五
十
万

円

が
基
本

で
、
昨

年
三

月

末
現
在
の
顰
葯

は
約
三
十
万
口
、
オ
ー

ナ

ー
は
計
約
八
万
五
千
人

。
例

年
、
六

月
ご
ろ

か
ら
、
広
告

な
ど

で
募
集
し

て

い
た

。
国
有
林

は
八
十

年
度
以
降
、
こ

の
制
度

で
約
五
百

億
円
を

調
達
し

た
。

林
野
庁

は
「
緑

の

オ
ー
ナ

ー
は

一
般

の
投

資
と
は
違

っ
て
、
社

会
貢
献

の
意

味
を
持

つ
」
と
強

調
し
て

い
る
。
だ

が

価
格
低
迷

で
大
幅

な
元
本

割
れ
が
出

る

と

、
社

会
貢
献

と
し

て
も
「
理

解

が
得

に
く
く
な

る
」
と

の
声

が
あ
り
、
新
規

募

集
の
中
止

に
踏
み
切

っ
た
と
み
ら
れ

る
。
既

契
約
分
は
継

続
さ
れ
る
。

国

有
林
野
特
別
会
計

は
今

年
度
予

算

で
、
緑

の
オ
ー
ナ

ー
か

ら
の
収
入

九
億

九
千
万

円
を
計
上
し

て
い
る
。
一

般
公

募

の
中

心
に
よ

る
減
収
は
企
業
を
対
象

に
し

た
「
法

人
の
森
」
の
契
約
で
カ
バ
ー

す

る
方

針
と
い
う
。
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パヂ

ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
雑
誌
切
抜
き

◆
啄

木

と
明
治
の
小
学
校

/
明

治
1
7
年

せ
な
い
と
伝

え
て
い
ま
す
。
(
『
三井

ク

に
村
人

か
ら
の
6
5
0
円

の
寄
付
で
建
 

ラ
ブ
』
A
P
R
I
L
・
三

井

広
報
委
員

て
た
木

造
小

学
校

が
記

念
館

に
な
っ
て

会

)

い
て

、
そ

こ
で
嶋
千
秋

(
石
川
啄
木
記

◆
市

民
の
た
め
の
里
山
整
備
の
手
引
き

念
館
長

)
・
藤
本
昌

也

(
山
口
大

学

教

/
打

浪
久
淳

(
森
林
土
木
・
兵

庫

)

授

)
が
対
談

。
「
あ
の
校

舎

の
柱

で

も
 

平

成
1
0
年、
県
下

1
5
か所
で
市
民

が

ね

(
中
略

)
傷

だ
ら
け
で
丸
み
を
帯

び

地
元

の
代

表
者
と
連
携
喟
査
し
な
が
ら
、

て
い
にる
で
し
ょ
う

。
木

の
素
材
は
使

う

里
山
や
人
工

林
の
整
備
を
行
う
よ
う
に

ほ
ど
輝

く
ん
で
す

ね
。
子

ど
も
た
ち

が

な

っ
た
。
そ

の
中
で
、
①

市
民
参
加
の

掃
除
を
し

て
、
磨

き

そ
し

て
傷
を

つ
け

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
か
な
り
期
待
し
て
い

て
、
自

分

た
ち
の
学
校

、
お

ら
が
学
校

い
こ
と

、
②

地
元
民

の
「
ボ

ラ
ッ
テ
ィ

と
い
う
意
識
を
自

然

に
身

に
つ
け
て
い
 

ア
は
遊

び
感
覚
で
な
い
か
」
と

い
う
心

く
ん
だ
と
思

い
ま
す
」
(
嶋
)
。
 
 
 
配

が
薄
れ

た
こ
と
、
③

地
区
で
の
共
同

こ
の
後

4
ペ

ー
ジ

に
わ

た
り

、
三

重

作
業
も

一
人

前
の
仕
事
が
で
き
る
大
が

県
上

野
市
旧
小
田
小
学

校
本
館

な
ど
、
対

象
だ

っ
た
も
の
が
、
作

業
を
楽
し
め

現
存
す

る
明
治
の
小
学

校
1
0
校を
写

真

る
人
の
参
加

も
で
き
る
よ
う
に
す
る
方

と
文

で
紹
介
。
(
『
G
r
e
e
n
 
W
I
向

も
み
え

て
き

た
。

n
n
d
s
』
春

季
号

・
住

友
林
業

)
 
 
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加

が
増
え

る
に

◆
瞿

わ
る
学
校
環
境

/
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
従

っ
て
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
作
り

が
求
め
ら

ス
を
取
り
入
れ

た
学

校
、
木

造
が
見
直

れ

て
く

る
よ

う
に
な
っ

て
き

た
。
(
地

さ
れ
て
い

る
校
舎

な
ど
、
変

わ
る
学
校

域

で
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
実
例
を
挙
げ
て
)

環
境
を
特
集

。
自

然
林

の
な
か
の
棚
倉

「
マ

・
一ユ
ア
ル
の
内
容
」
「
そ
れ
の
基
づ

町
杜
川

小

(
福
島

県

)
な
ど
小

中

5
校

く
技
術
の
伝
達
」
「
技
術

確
立

の

必
要

を

グ
ラ

ピ
ヤ
と
短
文

で
紹

介

。
ゆ

と
り

性
」
「
今
後

の
課

題
」
な

ど
検

討
を

す

あ

る
教
育

の
場

に
森
林

・
木
材

か
欠

か

す
め
た
い
。
(
「
フォ
ー
レ

ス
ト
 

コ
ッ

ゐ

y

3月 ~5月

ｻ
ル

』
春

季

号

/
林

岔
蔀

門

技
術

十
t
一匹)

◆
教

育

の

場

と

し

て
の

「
森

林

」
を

考

え

る

/
北

俊

夫

(
文
部

省

初
等

中

等

教

育

局

調

査

官

)
が

、
主

と

し

て
社

会

科

の

教

科

書

で

の

森

林

・
林

業

の
取

り
上

げ

方

や

、
そ

の

実

践

例

を

列

挙

説

明

。

○
森

林

を

活

用

し

た

教

育

実

践

/
益

田

貢

一

(
長
野

県

鬼

無

里
小

学

校

)
が

山

村

、
福

田

正

光

(
巫
只
目

黒

区

立

向

原

小

学

校

)
が

都

市

で
の
実

践
例

を

韶
£
弓

○
こ

れ

か

ら

の

森

林

に

お

け

る

環

境

学

習

/
木

俣

美

樹

男

(
東
京

学

芸

大

学

付

属

環

境

実
践

施

設

)
が

、
基

本

学

習

プ

ロ

グ

ラ

ム

=
国

立
公

園

や

植

林

地

で

天

然

林

・
自

然

林

・
人

工

林

の
生

態

や
生

物

の

多

様

性

、
自

然

環

境

の

保

全

や

修

復

を

学

ぶ

。
都

市

公

園

・
里

山

植
物

園

で

都

市

造

園

・
二

次

林

管

理

、
学

校

園

で

自

然

と

人

間

の

共

生

、
山

岳

や
山

村

を
訪

れ
て
森
林

や
山
岳

へ

の
畏

敬

の
念
・

信

仰

に

つ
い

て

学

ぶ
。
関

連

学

習

プ

ロ

グ

ラ

ム

=
山

野

か

ら

豊

か

な

産

物

、
木

材

の

生

産

・
輸

入

、
農

山

村

と

都

市

と

の

関

わ

り

、
地

域

計

画

の

進

め

方

、
森

林

管

理

の

技

術

を

学

ぶ

。
総

合

学

習

プ

畚

ロ
グ
ラ

ム
=
野
外
観
察
・
ス

ポ
ー
ツ
・

絵
描

き
や
詩
歌
づ
く
り
で
心
身
を
や
す

ら
げ
再
生

す
る
、
な

ど
を
提
起
。
(
『
ぐ

り
I
ん

も
あ
』
阨

5
・
国

土
緑
化

推

進
機
構

)

◆
森

を
め

ぐ
る
営
み
の

確
か
さ
1
日

本

の
「
山

村

ら
し
さ

」
に

あ
っ
た
も
の

、

あ
る
も
の
I
/
北

尾
邦

伸

(
島
根
大
学

教
授

)

近
代

の
「
成

長

の
経
済

」
が

、
自

然

を
切
り
き

ざ
ん

で
堀
り
出
し

、
世
界

を

分
解
し
な

が
ら
そ

の
推

進
力
を
獲
得

し

て
き
た
。
そ

の
仕
上
げ

が
グ
ロ
ー
バ

リ

ゼ
ー
シ

ョ
ン
。
こ

の
営
み

の
な
か

で
、

自

然
は
多
く
の
日
本
人

の
身
辺
か
ら
遠

の
い
て
き
た
。
そ

の
反
省
か
ら
「
生

命

系

の
経
済
学
」
の

構
築
を
め
ざ
す
動

き

も

あ
る
。
(
中
略

)

「
成

長
の
経
済
」
の

成
長
・
拡

大
系

の
社

会
か
ら
、
循

環
・
生

命
系
の
「
安

全
社

会
」
へ

向
か
う
転
換
期
に
あ
っ
て
、

人
々
の

生

活
に
再

び
森
が
組
み
込

ま
れ

る
こ

と
は
自
然

で
あ
る
。
里
山
研
究
会

(
田
端
英
雄
代
表

)
が

山

村

で
の
木

ガ

ス
発
電

に
よ

る
エ
ネ
ル
ギ

ー
供
給
セ
ッ

タ

ー
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
唱
し

て
い

る
。
高

齢
年
金
冷
居

者
の
森
林
作

業
や
、

1
0
~
旦
尸
の
希
望
家
族
を
募
り
山
村

に

定

住
さ
せ
る

(
借
地
権
付
き
住
宅

の
貸

与
と
年

3
0
日の
山
林
作
業
を
義
務
に

)

「
里

山
植
民
」
、
山
村

の
入
会
権
を
特
定

の
市
民

に
開
放
す

る
な
ど
、
山
林
と

の
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付

き

合

い
を

新

し

い

共

同

体

の

ル

ー
ル

と

し

て
作

り
上

げ

る

こ

と

が
考

え

ら

れ

る

。
(
「
森
林

科

学

」
k
2
5
・
日

本

林

学

会

)

◆
森

林

組

合

ア

ン

ケ

ー
ト

調

査

結

果

農

林

中

金

森

林

部

・
農

林

中

金

総

研

が

、
昨

年

8
月

に

全

国

一
〇
〇
組

合

を

選

ん

で

行

っ

た
第

1
1
回
調

査

の
結

果

。

全

国

一
四

〇
〇
組

合

(
平
均

組

合

員

匸

一
三

萃

Λ
・
八

一
五

五

に皿
)
、
調
査

組

合

は
組

合

員

二

三

七

五

人

こ

六

五

〇

三

h
と

規

模

は
大

き

め

。

平

成

九

年

度

販

売

事
業

で

は

木

材

販

売

数

量

は
前

年

度

比

3
・
9
%
の

伸

び

だ

が

、
製

材

品

・
森

林

造
成

部

門

は

そ

れ

ぞ

れ

▲
9
%
、
▲
8
・
5
%
、
経

常

利

益

は

▲
6
3
・
5
%
と

な

っ

た

。

管

内

の
人

口

は

6
8
%
の
組

合

で
減

少
、

増

加

は

7
%
、
後

継

者

は

4
1
%
の
組
合

が

「
5
割

以

上

の

林

家

に

い

る
」
と

答

え

た

が

、
「
林
業

を

や

っ

て

い

く

意

思

の
あ

る
後

継

者

は

1
割

程

度

」
と

半
数

の
組

合

が
答

え

て

い

る

。

作

業

班

の
平

均

は

5
0
・
9
人

。
2
3
%

の
組

合

か

「
不

足

」
と

答

え

、
労

働

者

不

足

で

「
森

林

施

業

の

委

託

を

謝

絶
し

た

」
組

合

は

4
1
%
。
施

業

放

棄

林

は

「
多

少

あ

る
」
が

7
1
%
、
か

な

り

あ

る

2
9
%
に
及

ぶ

。
施

業

放

棄

林

は
「
行

政

が

財

政

資
金

で

施

業

」
6
割

、
「
補

助

金

の

新

設
・
増

額

」
5
割

。
「
市

町

村

が

購

入

し

て
町

村

有

林

と

し

て

施

業

」

「
水

道
利
用
者

か
ら
の
基

金

で
施
業

」

「
水

減
税

で
国
や

県
が
施

業

」
な

ど

の

意
見

も
。

市
町
村

に
林
業
関

係
の
課
が
あ

る
3
8

%
、
係

が
あ
る
5
8
%
だが
、
平
均

5
・

4
人
、
1
人

~
2
5
人
と
幅

が
あ

る
。
市

町
村
と
森
林
組
合

の
定
期
協
議
は
あ

る

が

5
6
%
。
広
域

合
併

組
合

か
ら

は

、

「
市

町
村

と
の
関
係

が
薄

れ

た
」
の

声

も
。
ま

た
「
森

林
・
山

村
対
策
に
か
か

わ
る
地
方
交
付
税

が
、
林

業
施
業
に
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
」
と

い
う
実

態
も
あ
る
。
(
『
農林
金
融
』
3
月

号
・

農
林
中

央
金
庫

)

◆
2
1
世紀
に
向
け
た
山
村
振
興
を
考
え

る
/
岡

和
夫

(
東
京
農
工
大
学

兀
赴
授

)

昨
年
1
2
月、
国

土
審
議
会
山
村
振
興

特
別

部
会
か
「
山

村
振
興
対
策
の
新
た

な
展
開
に
向
け
て
」
と

い
う
意
見
書
を

政
府

に
出
し
た
が
、
こ

の
機
に
山
村
の

振
興
策
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
。

①
広
域
的
視
点
に
立

っ
た
山
村
振
興

策

=
地
方
中
小

都
市
・
地

方
中
心
都
市

等

と
社

会
的
・
経

済
的
結
び
付
き
の
あ

る
広
域
生

活
圏

の
中
で
、
市

町
村
の
範

囲
を
越

え
た
広
域
的
シ
ス
テ
ム
で
の
振

興

策
が
検

討
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
広
域
生

活
圏

整
備
法

(
仮
称
)
と

も
い
う
べ
き
新
た
な
法
律

が
必
要

だ
ろ

う
。
②

内
発
的
発
展
と
し

て
の
山
村
振

興

=
公
共

事
彙

型
・
企
業
誘

致
型
の
よ

う
な
外
部
依
存

で
は
な
く
、
地
域

の
資

源
・
技

術
・
産

業

・
人
材

を
活
用
し
、

都
市

の
資
本
・
産

業
人
的
能
力

を
も
取

り
込
ん
だ
振
興

策
が
求

め
ら
れ
る
。
地

域
最
大

の
資
源

は
森
林
だ

。
担

い
手

は

山
村

に
設
立

さ
れ

た
六
六
〇
法

人

の
第

三

セ
ク
タ
ー
だ
ろ

う
。
③
持

続
的
計
画

的
生
産
の
た
め
の
直
接
払

い
=
直
接
払

い
は
、
農

業
に

つ
い
て
は
基
本
問
題
答

申
な
ど
で
言
及
し
て
い

る
が
、
林

業

で

は
明
確
で
な
い
。
「
公
益

機

能

の
低
減

の
防

止
に
役
立

つ
活
動
へ
の
支
援
」
と

い
う
に
止
ま

っ
て
い
る
。
林

業
に
と

っ

て
も
直
接
払
い
の
支
援
は
必
甍
不
可
欠
。

林
業
生
産
活
動
を
持
続
さ
せ
計
画
的

に

す
す

め
る
た
め
、
森

林
法
改
正

の
市
町

村

森
林
整
備
計
画

と
リ

ン
ク
さ
せ
て
機

能
さ
せ
て
は
ど
う
か
。
実

現
立
木
価
格

と
社
会
的
に
み
て
妥
当
な
水
準

の
差
を

直

接
払
い
の
対
策
と
す

る
。
(
『
山林
』

3
月

号
・
大

日
本
山
林
会

)

◆
北

米

に
お
け

る
最
近
の
認
証
・
ラ

ベ

リ
ン
グ
の
動

き
に
つ
い
て
/
勝

久
彦
次

郎

(
日
本

木
材

総
合

情
報
セ
ッ

タ
ー
・

シ
ャ
ト
ル
事
務
所
)

シ
ャ
ト
ル
市

郊
外
の
エ
ッ

バ
イ

メ
ッ

タ
ル

ー
ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
は

8
割
が
F

S
C
(
森

林
管

理
協

議
会
)
の

認
証
製

品

。
F
S
C
が

認
証
し
た
森

林
か
ら
生

産
さ
れ

る
商
品
を
壓

冗
し
て
お
り
、
年
々

売
り
上
げ

が
伸

び
て
1
0
0
万

ド
ル
に

達
し

た
。
近
く

の
非

認
証
店
よ
り

O
~

1
5
%
高
い
が
お
客

の
許
容
範
囲

だ
。

ア

メ

リ

カ

に

お

け

る
認

証

は
、
全

米

林

産
物

協

会

に

よ

る
「
持

続
可

能

な
林

業

」
(
S
F
I
)
と

、
「
環

境
管

理

シ

ス

テ

ム
」
(
I
S
O
)
が

中

心

。

S
F
I
=
環

境

保

全

に

鋭

敏

に

な

っ

た
消

費
者

に

ア

ピ

ー
ル

す

る
環

境

団

体

主

導

型

の
森

林

認

証

に

対

抗

す

る
も

の

と

し

て
生

ま
れ

た

。
し

か

し

企

業

寄

り

と

い

う
批

判

も

あ

っ

て

、
第

三

者

に
審

査

を

委

託

す

る
企

業

(
チ
ャ

ン

ピ

オ

ン

イ

ン

タ

ー
ナ

シ

ョ
ナ

ル
社

2
2
0
万

に皿
)

等

も

で

た

。

F
S
C
=
認

証

は

8
万

y
8
8
万

h

の
企

業

ま

で

あ

る

。
ペ

ン

シ
ル

バ
ニ

ア

州

有

林

も

民

間

か

ら

の

寄

付

で

申

請

経

費
を

賄

い

認

証

を
受

け

た

。
ア

メ
リ

カ

で

は
地

域

ス
タ

ン

ダ

ー
ド

と

し

て

F
S

C
一

U
S
が

イ

ニ

シ
ア

チ

ブ

を

も

っ
て

い

る

。
I
S
O
I
略

、
カ

ナ

ダ

=
略

。

一

般

の

関

心

は
薄

い

し

、
ア

ン

ケ

ー

ト
な

ど

で

は

「
少

々
高

く

て

も

認

証

商

品

を

求

め

る

」
と

い

う

が

、
実

際

の

購

入

時

で

は

食

い

違

い

が

あ

る

の

で

は
な

い

か

。
ま

だ

実

効

を

も

つ
ま

で

に

時

間

が

か

か

る

だ

ろ

う

。
(
『
木
材

情

報

』
3

月

号

・
日

本

木

材

聊
合

情
報

セ
ッ

タ

ー
)

◆
林

業

で

の
新

し

い

労

働

力

を

育

む

た

め

に

/
神

足

勝

治
外

2
月

2
・
3
日

惠

只
で
開

か

れ

た

全

国

林

業

労

働
力

確

保

支
援

セ
ッ

タ

ー
協

議

会

の

シ
ン

ポ

ジ

ウ

ム

の
要

旨

を

特

集

し

た

が

、
そ

の

一
部

を

抄

録

。
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○
農

山
村
振

興
へ
の
視
座
と
労
働
・

仕
事
観

に
つ
い
て

(
岡
田
秀
二
岩
手
大

髻

晨
学
部
教
授

)
経

済
の
不
況
に
よ
り

産
業
の
空
洞
化
と
地
域

の
分
断
化
か
進

み
、
「
物
か
ら
心
へ
」
「
経
済
か
ら
環
境

へ
」
「
画
一
か
ら
個

性
」
と

い
う
歴

史

的

転
換

を
地
域

に
求

め
る
こ
と
に
な

っ

た
。
こ

れ
か
ら
は
、
外

か
ら
で
な
く
内

発

的
地

域
振

興

を
考

え

る
べ

き

で

、

「
幸

福

の
追
求

」
「
都
市

と

の
連
携

」

「
村

々
の

連
帯

が
内

発
的

発
展

」
を

踏

ま
え

た
ト
ー
タ

ル
な
地
域
経
営

の
視
点

が
必
要

。

農
山
村
振

興
の
終
点
は
、
持

続
可
能

な
社
会

。
そ

の
場

合
の
労
働
観
は
、
人

間
的
自
由

を
取
り
戻

し
、
雇

用
さ
れ

る

働

き
手

と
い
う
こ

と
か
ら
技
能
職
人

と

い

う
自

覚
を
も

っ
た
人

へ
の
転
換
だ

。

個
人
と
共
同

体

が
相
互

に
支
え
あ
い

、

励

ま
し

あ
う
な

か
で
仕
事
を
す

る
こ

と

で

、
社
会

的

エ
コ

ロ
ジ

ー
回
復
を
な
し

と
げ
、
①

生
活

の
必
要

性
②
自
己
の
完

成
③
他
者

と
の
連
帯

に
よ

っ
て
遂
行
す

る
こ
と

が
大

切

。
(
「
林業
同

友
」
3
月

号
・
日

本

林
業
同
友
会

)

◆
8
3
個
の
国
民
の
意
見

1
森

林
計
画
合

意

づ
く
り
へ
の
歴
史
的

第

一
歩

1
/
木

下

勇
吉

(
東
京

農
工
大
旱
農
堂
廊

教
授
)

昨
年
1
0
月の
森
林
法
改
正

で
、
国
民

の
意
見
を
森

林
づ
く
り

に
反
映

さ
れ

る

初
め
て
の
制
度

が
で
き

た
。
昨

4
.
X
月

か
ら
本
年

3
月

ま
で
に
、
国

有
林
管
理

経
営
基
本

計
画

に
だ
さ
れ
た
意
見
は
、

4
4
の個
人

や
団
体

か
ら
8
3
個だ
っ
た
。

そ
の
結
果

は
、
計
画

に
直
接
反
映
1
8
、

趣
旨
の
全
面

尊
重

3
5
、
趣旨

の
1
部
だ

け
尊
重

2
7
、
計画

に
反
映
し

な
い
1
8
と

な

っ
た
。

こ
れ
ら

か
ら
今

後
の
課
題

と
問
題
点

は
、
①

地
域
社
会

に
潜
在
す

る
森
林
へ

の
多
様
な
考
え
や
期
待
を
具
体
的
に
集

め
る
こ
と
、
②

出

さ
れ

た
意
見
を
計
画

に
ど
の
よ
う
に
組
み
入
れ

る
か
、
1
)

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
開
い
た
努
力
は
認
め

る
か
、
官

報
の
告
知
だ
け
で
い
い
の
か
、

2
)
計

画
の
内
容
は
理
解
し
や
す
か

っ

た
か
、
図

解
や
要
約
も
必
要
だ
し
、
平

素

の
付

き
合
い
が
大
事
、
3
)
求

め
る

範
囲

を
越
え
る
広
範
な
意
見

に
ど
う
対

応
す

る
か
、
4
)
矛

盾
し
た
意
見
も
あ

る
か
ら
、
検

討
の
結
果
を
経
過
を
含
め

て
開
示

、
コ

ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
を
図

る
べ
き
、
5
)
林

野
庁

の
回

答
に
「
あ

い
ま

い
さ
」
「
丁
重

さ

」
が

強

す

ぎ
、

処
理
方

法
が
明
確
に
伝
ね
っ
て
こ
な
い
。

ま

た
意

見
を
だ
し
た
人

に
こ
の
処
理
が

伝
え

ら
れ
て
い
な
い

が
、
そ

れ
を
伝
え

る
こ

と
と
、
現

場

に
も
知
ら
せ

る
こ
と

が
大

事
。
(
『
林業
技
術
』
5
月

号
・
日

本
林

業
技
術
協
会

)

參

◇◇◇◇◇

国
民
森
林
会
議
の
主
な
動
き
と
予
定

二
月
一
三
日

三
月
一
〇
日

三
月
二
〇
日

四
月
一
〇
日

四
月
一
〇
日

評
議
員
会

(
塰
士

会
分
館

)

「
国

民
と
森
林
」
第

六

八
号
発
刊

第
一
七
回

総
会

(
単
士

会

分
館
)

第
八
四
回

幹
事
会

第
八
五
回
幹
事
会

(
学
士

会
分
館
)

公
開
講
座

「
循

環
系
の
社
会

に
お
け
る
森
林

の
役
割
」

講
師
・
:
山
田

純
会
員

◇
四

月
一
八
日

仙
台
シ
ン
ポ

(
大
内
・
萩
野
・
杉
本
・
内
山
・
雨
宮
会

員
出
席
)

◇
五

月
一
五
日

故
東
山
顧
問
の
葬
儀

(
大
内
会
長
・
萩
野
事
務
局
長
が

参
列
)

◇◇◇
{

月

五
日

(
月

五
日

第
八
六
回
幹
事
会

(
学
士
会
分
館
)

公
開
講
座

「
雑
木
林
の
維
持
と
林
業
」

講
師
・
・
・
荒
山
雅
行
氏

大
町
市
・
林
家

(
月

五
日

「
第
一
回
将
来
計
画
委
員
会
」

内
山
・
杉
本
・
木
村

◇
七

月
 
一
日

「
国
民
と
森
林
」
第
六
九
号
発
刊

!
冫
一

。
k
-
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国有林野事業の新実施体制

昨年･10月 15田 こ成立 した国有林野事業改革関連 二 法案 によ り 3月 HEIに 組 織 再編 さ

れた 新体制です。

林野庁本庁 の管理 部・業 務部を国有林野 部に、営 林 (支 )局・営 林署を森 林 管理 局・森

林管 理署・支 署・森 林管理事 務所になり ました。

林 野 庁 組 織 の 新 体 制
●林 野 本 庁

[再 鑼 前 ] [平 成 11年 3月 以 降 ]

林 政 部

指 導 部

管 理 課

監 査 宜

管 理 部 職 員 課

谺 |厚 生 課

経 営 企 画 課

情報 管理 室

業 務部 業 務 第一課

販 売 推 進 室

業 務 第 二 課

国 有 林野 総 合利 用推 進室
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庄 :1)罧 林腎 環 局の 欄で 凵 ま分 局
2〉旧 営 林署 の欄 で

E]は
森 林管 環 署等 の 妝置暑

3)森 林腎理 署等 の欄 で 〈〉は 支暑 、[]は 森林 管 理事 務所
4)支 署の管 轄区 域内 の旧 営林 署 は支 番 が 喰 置さ れた旧 倉 林 署と 同 し欄 に 妃 敏

[平 成 11年 3月 以 降 ]

【北 海 道 森 林 管 理 局 】

[再 編 前 ]

【北 海 道 営 林 局 】

・鷓 皿
-釀 軻 鮗 郎

{粛
鞜四 輦 蠢乖

佩・両 蓋 皿

皿 務 誅
象怱稍 郎

刪 E糒
負 ぷ事生 皿

媼・踝

ﾓ企 顏 踝
痢稍冐 皿 踝

1乖金 髑 釐 踝

局 長 金 皿 關 歸 鶫

皐羃務珮

緤精 鄭

爿 E糲
馬 皿 生 誅

鑷 黽 踝

叶 皿 皿

榴 榔 替 及 踝
抽 山 踝
輒加 枕 輯 セ ン タ ー

厂
T
匸

叶 躪 譁
竍 躪 郎  擂堺・及 皿

●有 林 口 費 -槧 一 眛

忸

脩 畊 -モ 冫 一
吮 喊 曹 -攅 弊 竇

皿 林 管 -皿

皿 梟奉皿 傭 第 一 蜂
1執浄本釐 僧 都

{皿
売 事 一 皿

tき山 第 一 皿

風皿恥踝
゛乗“-EEEEご ::

森 軻 哦 用 峰

か 【旭 川 、北 見 、帯 広 、函 館 営林 支 局 】
-‘-一 一 (鱚 川 、北 皿 、・応 、鈿 聽 ・卜 禺 )･-……-----1

-皿 四 釐 1篳 一 一 四 11黔 麈

大長     ,

禽 W腎 -W･

幵

鵬萼 t-實 ･

洫 !囃 四 皿 實

釐 重

---・-(・一 一 S)諷
E二

啾 風 草 蚩 塞
龜篦-盍踝

 

皿
 

皿
踝

生
 

S
 
I
洵

踝
享
S
竍

踝
釶
釐
檮

稿
員
t
棒

一

売

轌
一

鰮

楮
抬
皿

四
四

t攅 為濘 贊t饑 (癬 一 一 皿 )踝

国 膏 本氷野 費 皿 (事 二 一 真 )踝

皿 本卜 皿 僧 (隋 こ ー･1)踝

晁乱売 (第 ニ ー皿 )l氣

杣 山 (恥 こ ー･1)珮

森 本呶t夊季腎 (鮴 ニ ー苴 )セ ン タ ー

” ㎜

(事 皿 瓮莚 幽 〉
I
一

一-一 一 胃 ・奏

皿 冷 軸 支 囀 t七 〃ダ ー

&

[平 成 11年 3月 以 降 ]

【東 北 ・関 東 森 林 管 理 局 】

[再 編 剛

【秋 田 ・前 橋 営 林 局 】

企 筒 貝 皿 禽 萵 霞 ･ 企 畑 鯛 晝 宣局 長 ･

総務 諷

緯蔕如 ==E概 員厚生誅

経珮鳳

叶繝誅
森林 W黽 皿 推毒普及 昧

i

檜山 踝
森 林枕術 センター

販売 課

事 粛郵一

刊 E森

林釐爾誅

森林 借用 踝

総 務 踝

皿 稗 郎

→E橄
輿 厚 隻 踝

鑷 屋 暃

齎t皿 躱
ttl・一 輙  拑 毎 替・・

国 有 本水鷽y管 事 踝

倨

_

皿島吹腎 皿 拑 毒 實

輿声傘輩傭 S一 即
ﾓE「

(夸・･覃 水分 胃 1…………………1【青 森 、東 京 営 林 局 】

・躪 髑 釐 舍 麈

侖 皿 綢 釐 實次 長企 躪 痾 晝 亶局 長 ･

鏤番罪

皿・・==E輿 員厚生輿

瞳●諏

叶績 鑷
心輙冒 皿御 恨蓴普及 譁

i

詒山 踝
森林技術 センター

阪売蓴

WS命 T-E森 林整旬曝

森林誤用罪

皿 薯腎膂ミ W---………W-踝

(皋廓菷 羣鼠鰛 )   ﾋ躱 皿 -曵 Ξ塞

岨 皿 窗

叶 皿 踝
贊t皿 ・二 側l  ●獪 棒 昏 及 皿

づ

国 有 林呼 曾・踝
皿 刺 t餓 帽 セ冫 タ ー

鼻 林 簀傭 踝
皿添奉皿 皿 蝌二 鈿

モ
眦 売 課
檜 山 課

1
。
自

1
自

‐
―
-
―
-
一

一

皿 本傘瞽 呶 亊 群 馬斤

(梟 蒔 玉 ・苧 葷 ・山 叫 )
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[平 成 11年 3月 以 降 ]

【中 部 森 林 警 理 局 】

[再 編 前 ]

【長 野 営 林 局 】

局 長 ･ 企 画 躙 整 童 局 長 企 闕 躙 晝 粛

総 務 諌 .

緤 穡 郁
刪 E廠

員 厚生 課

経 理 課

総 番 誅
幡 稗邨 =●E職 員 厚 生 踝

餓 黽 踝

l曜事本讐 -邨
i巨

:ツ

ター

1叶 皿 章一 踝

叶 飃郎  柵 等 譽 及 事一 靠
S有 林 吁 瞥・事 一 踝
森 球 岐 搆 事 -セ ン タ ー

洫 轤管・冊 粤 實

販 売 誅
事 嶌 卵

刪 ﾖ森
林 聾 備 誅

森 林 活 用 踝

森 林 螫 偉 業 一 皿一 一 ・ﾓEEEE

地 山 業 一 脈

【名 古 屋 営 林 支 局 】
i

傘 蘭隣 耋 令 寓

企 皿 潸 重 實支 筒 長 ･ 企 眞 調 整 宣 e次 長

鍖 務 課

総 譖 郎
爿 E職

輿 厚 生 踝

経 黽 踝

業 冊 管 珊 宦 ･･--¥¥--･･●曹 驥 課

(・胯 粗 躡 )   ヒ
糲 具 坏 吏 寞
攝・寞

竍胃 篳二 踝
攅・・及 第 二 誅

衂有 林 吁・衂 事 二 誅
森林 皿 傭 篳 二 踝

皿光 鮴二 蜂
抬 山 第二 衂

森ネ氷杖 楷 第 ニ セ ンタ ー

r
卜
r
厂
r
匸

需薺 開発センター

畍 乍瞥堰事瞿所 (鸞知 )

脣 萋 岡 冊 セ ン タ ー

J

近 畿 中国 森林管 理 局・四 国森 林管 理局 ・九 州 森林 管 理局

[再 編 前 ]

【大 阪 ・高 知 ・熊 本 営 林 局 】

[平 成 11年 3月 以 降 ]

【近 畿 中 国・四 国 ・九 州 森 林 管 理局 】

局長 企 画 爾 整 室 局 長 ･ 企 面 爾 整 室

総 務課

襴員 厚 生 課

経 理 課

厂

T
」

総 務 課

廠員 厚 生 課

経理 課

@r
T
』

総 務 郎

計 偏 課

指 滕普 及 鳳

拍 山 課

森 林 技 術 セン タ ー

Γ
T
匸

叶 画 部

流 域 腎 珮 槽 眸 富

森 林 螯 奮 暃

販売 累

胎山 課

厂
十
L

販 売 課

森 林 整 備課

森 林 活 用 課

I
L

森 林 董 爾 部

事 業 部

哺 帽 鉢 曹輙
森 林 管 理 事 務 所

(亰 梛 大 阪 ･瘠 奥 ･山 口 )

森林 管 理 事 務 所

(香 川 )
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森 林 管 理 暑 ・支 署 等 --

考

な

森 林 管 堋l 局
流  城

(森 林 叶 画 区 )
旧 営 林 暑

森 林 警
澎鹽 ・ 等

い t.か9ず 泰 ち
石 狩 空 知

匯 匸濕 1亠 ヽ'4。1･・ 岩 朞

[萵 ]冕買ly鬣 ,芦 箚 亠‘痂

『聊 司 ●衄そ●●〈爿 匕空 失口〉

ゝSぶりとう ぷ胆 振 東 部 隕T韜 刹 ､筱 胆鼠策 痂

ひ だ か
日 高

匝こ石 箍 阿 a茄 恥i

[蕪二陷 諳 騎 ひ が卜 龠友 J日 高 南 都

4匕i毎 il

=才 し●見市 =

北 海 道

=札 幌 市 =

(旭 川 )

&`蓊
『iF逼 耳 翁･& 粤くし ●4ぶ留 萠 北 都

蠱 劔箭轟由 `蓊 螽 ’希 ,舎 笄箚

みみかわ矇{J卜 川 1匕 剖 i
‾てて ‾‾冫・‾
下 川 ぜ よ る あ ●ひ名 寄 ,朝 日 みみ卜加昧 {ぶjご J114匕 咨 5

壺 ゛ふ 壺 ’驫釉 ゛哭 弱 献 詞 .蠱 ゛4

かよかろをん JE川 南 都

か&が bち ●ﾁJ
卜 川 中 部殼 ゛'捐 ぴ え 1丶 冨 み駟 b

笑 瑛 ,上 川

深 ‾胥1 か奉かbな ん X上 川 南 部

(爿し 見 )

あぱしりせい ぶ
網 走 西 都

灌ゴ rl笂 蔵希 あぱし 9女 い J網 走 西 部

‾筵 ‾゛‾?黔 矗 一 角 叱しもん ぺつ
〈酉 憲夊別 〉

あぽしりとう J
網 走 東 部

i”声 を Ai,蠱 薤i あぼしり丶･ろ J網 走 中 部

|rtrい i-1.4"蠱 縫輦黹蠱

(帯 広 )

《し ろ 釼 tyる
釧 路 根 室

[£固 ぷ ･iy畚 .亠与題 粧箚茜轟

匯 ｺ6舮 査 箍i巾策蠱

と が ち
十 勝

箟 笏

-
畆 箚 眦 ●丶耻う J十 勝 東 部

‾『蚕 ‾ 譱‘危 ｷ笳 茜4

ヱ主弑 糾゛4 4貸 笑晉,

(函 館 )

しり ぺし1丶Jり
後 志 胆 振 ｢l芦 萋TI黛 菘Ri,亟 ･･兪 碵 聡 &

翕し蠧 ひ 争翕
渡 鳥 檜 山

蘓 陥 』蕕 ゛J』 未舎閃

[聊 薄 ],蠶 .輦碵箱 i゛4

(青 森 )

み ″4
&¨箭 卜 i冫 哭 ･炙¨侖

・'4

[£里 卜 六粂 4金 ゛耒,

榮 i･ 隋TT稻 蠱滷 ,lim 誓 最

梺 ;E ｢‾7て ‾1,り;,茲覦 ,哭 亂い 梺 ;E

竺咒呈恥 濔顯 T1螽ぶk,r･芦 竺咒主屁
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森 林 管 理 局
流  域

(贏 林 計 画 区 ) 旧 営 林 暑 森 林 管
理 暑 等

東 北

=秋 田 市 =

(青 森 )

駕潁司」r晟 濱匸司 響 承恥痂

友螽・凾蕕171
mT‾元 竺鮭恥4

夊 1 く夊 1,

哭忌・気 4jm
‾癸蒻 `

竺畆翆笳

芝ヱ罰宙 鬻 ]F‾肩 ‾い 1手
盤 間

屁呈同 好 '晟
T?⊆司 題 ￥,41 苔手幣蠱

i’螽 く蠱 ’齢

誓矗恥4 玉 皿 銛疆 ,岩･昜 誓蠱恥癌

齧遙齧疵 茹 窖仙 窖

栞筏応

a149哭 筱 矗 '角 ,輩 ゜1

匹 胚 1來 陏茨,4を ●み こ●g〈上 小 廊 r仁 〉

r丶 1

[FTT?yTI竺4。a蠱 栞托茜蓊

蠱縊捐
‾rT か4●繧 て た fわ ご

-1が り
,角 館 ,田 沢 湖 ,大 曲 萩 由

轟 哭 く驫 沁

拳筈捐 i痂笨 ゜並

苣りり ‾i「巽 ‾ 崖 ’阿

矗ヱ箝l
て ‾簒‾|符 m 苗 彩

｢冦 司 剱惓 ,r紂 4呈 ,

釐 茲 ぶ 鹵 釐 彗

関 東

=前 橋 市 =

瑟 螽 气771‾1皷 畛,瞥 筒 1゛蠱

4気 i捐
｢W‾‾i‾μ Γ i 祉 嶌

41X√彎S防

筌 i
‾l『司 11芳 笛 4

4芸 恥l ヨ

翼友贔 箱 誓箱 i

笳妬 71 [鵞 鵞T 呉 ゛`蠱 虚‘贔

鳬惹 応 ,筱 Å螽 司 革蔀 誓 冐 晃

莉箍呈菠
‾r‾F

痾蕕笛由

饕 婁 ｢罧 羆 傘 ’i 齧 蕃

茜 髦,廂 蘓拏釐 口『耳 1哭 献 蠱 气4
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森 林 管 理 局
流  墟

(森 林 叶 画 区 )
|日 営 林 暑 森 林 管

理 暑 等

孛 紘 螽 i
妬贔由 李‘蠱

-
箝 呈 く罸 ヱ ,

y鮫 ‾n‾罸 ‾
串 '笛

Uよ う 齔つ
上 越

‾rl‾ ヱ '齧

関 東

=前 檎 市 =

叭

(東 京 )

未声彝両 ,λ 釐 永費 ,鮭 7蒲 卩 冂 町 輦 顕,尖 孚 戻 弑

跖 呈 蠱 `疂 鵬 鼠 ]
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耒11
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近 畿 中 国

=大 阪 市 =
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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
し
た
。
ま

た
、

森
林
を

伐
り
す

ぎ
た
た

め
、
水

賢
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
。
と

く
に
林
業
の
分
野
で

は
、
戦

後

大
規
模
に
造
林
を

遣
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
国
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
ご

二

世
紀
初
頭
ま
で
に
は
、
地

球
上
の
森
林
の
二
劃
が
夾
わ
れ
る

と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
人

類
に
ど
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
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

一
、
森

林
は
、
林

業
に

か
か
お

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
担

い
手
を
失
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
国
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

冊

途
上
国
の
森
林
に
ど

の
よ
う
に

か
か
わ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

こ

の
よ
う
な
森

林
を
め
ぐ
る

緒
問
題

の
解
決

は
、
決

し
て

林
業
関
係
者
だ
け
に
ゆ
だ
ね
て

お
く
ぺ
き
で

は
あ
り

ま
せ

ん
。
美

し

い
国

土
と
緑

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
一

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

ど
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
結
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
年
一
月
九

日
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