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一
方
、
森
林
・
林
業
を
め
ぐ
っ

て
は
新
た
な
動
き
も
出
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。「
ウ
ッ
ド
・
ジ
ョ

ブ
」（
註
：
４
面
に
評
論
掲
載
）

と
い
う
映
画
を
観
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？　

都
会
育
ち
で
森

林
・
林
業
を
全
く
知
ら
な
い
、
就

職
も
決
ま
っ
て
い
な
い
青
年
が
、

奥
地
の
山
村
に
林
業
の
仕
事
の
た

め
に
移
住
す
る
わ
け
で
す
ね
。
と

こ
ろ
が
、
そ
こ
で
は
携
帯
電
話
は

使
え
な
い
、
マ
ム
シ
や
ヒ
ル
が
ウ

ジ
ャ
ウ
ジ
ャ
い
る
。
こ
ん
な
所
は

一
刻
も
早
く
逃
げ
出
し
た
い
と
逃

亡
も
企
て
る
の
で
す
が
、
厳
し
い

林
業
指
導
者
に
鍛
え
ら
れ
、
女
性

教
師
に
対
す
る
恋
愛
感
情
な
ど
も

絡
ん
で
、
次
第
に
林
業
に
打
ち
込

ん
で
い
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
ス

ト
リ
ー
で
す
。

　

ま
た
、「
里
山
資
本
主
義
」
と

い
う
本
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り

ま
し
た
ね
。
こ
れ
も
森
林
や
山
村

が
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
の

表
れ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
流
れ
が
森
林
や
山
村
の
方
に

来
て
い
る
う
ち
に
、
し
っ
か
り
国

民
に
訴
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思

い
、
振
興
策
を
含
め
て
本
書
を
書

き
ま
し
た
。
今
こ
そ
国
産
材
、
県

産
材
を
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
で

す
。
例
え
ば
、
少
し
前
の
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
田
中
康
夫
県
知
事

時
代
の
脱
ダ
ム
宣
言
の
な
か
で
、

県
産
材
を
で
き
る
だ
け
使
う
た
め

に
、
小
さ
な
堰
堤
や
砂
防
工
事
、

公
共
施
設
、
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

な
ど
に
利
用
し
ま
し
た
。
こ
う
し

た
こ
と
を
も
っ
と
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
国
内
に
お
け
る
森
林
面

積
は
２
５
０
０
万
ヘ
ク
タ
ー
ル

で
、
木
材
の
年
間
成
長
量
（
増
加

量
）
は
８
０
０
０
万
立
方
メ
ー
ト

ル
あ
り
ま
す
。
一
方
、
日
本
の
年

間
木
材
消
費
量
は
約
７
０
０
０
万

立
方
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
う
ち
国

産
材
は
２
０
０
０
万
立
方
㍍
程
度

に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
日

本
の
森
林
の
「
自
然
的
生
産
力
」

（
８
０
０
０
万
立
法
メ
ー
ト
ル
）

が
、
政
策
的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が

な
い
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
「
社
会

的
生
産
力
」（
２
０
０
０
万
立
法

メ
ー
ト
ル
に
し
か
）
に
転
化
で
き

て
い
な
い
の
で
す
。
政
策
的
転
換

が
な
さ
れ
れ
ば
、
日
本
は
充
分
国

産
材
時
代
（
国
産
材
が
消
費
量
の

少
な
く
と
も
過
半
）
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
た
展
望

も
含
め
て
書
き
ま
し
た
。

森
林
税
、
改
め
て
根
拠
を

明
ら
か
に
す
べ
き

Ｑ　

長
野
県
の
森
林
税
に
つ
い
て
は

ど
う
お
考
え
で
す
か
？ 

　

森
林
税
と
か
森
林
環
境
税
等
と

い
う
名
の
地
方
税
が
、
全
国
30
県

以
上
で
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
国
の
補
助
金
だ
け
で
は
森

林
整
備
、
特
に
間
伐
推
進
等
に
は

不
十
分
な
の
で
、
そ
の
費
用
を
下

流
の
自
治
体
や
自
県
の
住
民
に
負

担
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と

で
、
始
ま
り
ま
し
た
。

　

長
野
県
で
は
、
木
曽
川
の
下
流

域
で
あ
る
愛
知
県
の
市
町
村
か

ら
、
自
分
た
ち
の
「
水
源
を
確

保
」
す
る
た
め
に
手
入
れ
が
遅
れ

が
ち
な
上
流
の
森
林
整
備
を
支
援

し
た
い
と
い
う
好
意
の
も
と
で
、

水
道
料
１
立
法
メ
ー
ト
ル
）
当
た

り
１
円
を
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た

が
、
他
県
で
の
森
林
税
導
入
が
広

が
る
中
で
「
便
乗
的
」
に
森
林
税

が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
具
体
的
に

は
、
２
０
０
７
年
の
後
半
に
県
森

林
審
議
会
が
僅
か
３
～
４
か
月
の

議
論
だ
け
で
、
県
民
一
人
当
た

り
５
０
０
円
の
徴
収
を
決
定
し
、

２
０
０
８
年
度
導
入
と
い
う
結
論

ま
で
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
山
を
守
る
た
め
の
税
金
な
ん

だ
と
い
う
意
見
が
大
勢
で
し
た

が
、
私
は
研
究
者
と
し
て
は
あ
ま

り
に
も
安
易
で
拙
速
な
課
税
だ
と

こ
れ
を
批
判
し
ま
し
た
。
こ
の
税

は
、
ほ
と
ん
ど
の
県
民
が
払
っ
て

い
る
事
実
す
ら
知
り
ま
せ
ん
。
し

か
も
、
5
年
間
の
時
限
立
法
で

２
０
１
３
年
に
終
了
だ
っ
た
の
で

す
が
、
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど

こ
も
廃
止
し
た
県
は
な
く
、
全
県

延
長
で
す
。
長
野
県
は
２
０
１
８

年
度
で
２
回
目
の
期
限
と
な
り
、

放
っ
て
お
け
ば
再
延
長
と
な
る
で

し
ょ
う
。

　

一
般
的
に
は
、
山
の
た
め
に
使

う
税
金
だ
し
、
30
数
県
が
導
入
し

て
い
る
か
ら
良
い
の
で
は
な
い
か

と
の
意
見
で
す
が
、
そ
う
し
た
安

易
な
対
応
で
い
い
の
か
と
思
い
ま

す
。
そ
も
そ
も
５
０
０
円
と
い
う

金
額
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
ま
っ

た
の
か
、
他
県
の
多
く
が
５
０
０

円
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
全
く
根

拠
に
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
も

た
の
で
す
。
か
つ
て
は
間
伐
材
が

建
築
用
の
足
場
丸
太
と
か
稲
掛
け

用
な
ど
へ
の
使
い
道
が
あ
り
、
間

伐
材
の
収
入
も
得
ら
れ
ま
し
た

が
、
近
年
で
は
こ
れ
ら
の
用
途
が

な
く
な
り
、
間
伐
す
れ
ば
費
用
が

か
か
る
一
方
と
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
間
伐
費
用
を
ど
う
捻
出
す
る

か
と
い
う
こ
と
で
、
林
業
が
危
機

で
間
伐
費
用
を
国
民
に
何
と
か
支

援
し
て
ほ
し
い
と
い
う
言
い
方
で

は
な
く
、「
緑
、
夢
、
ロ
マ
ン
を

買
い
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
よ
う

な
、
ち
ょ
っ
と
ハ
ー
ト
を
揺
さ
ぶ

る
よ
う
な
宣
伝
文
句
で
国
民
か
ら

お
金
を
集
め
た
の
で
す
。
１
口

50
万
円
で
８
万
６
０
０
０
人
か
ら

総
額
５
０
０
億
円
を
引
き
出
し
ま

し
た
。「
分
収
育
林
制
度
」
と
は
、

植
栽
後
20
年
位
の
森
林
の
間
伐
費

用
を
国
民
に
出
し
て
も
ら
い
、
そ

の
後
20
年
後
位
に
森
林
を
伐
採

し
、
そ
の
収
入
を
国
と
費
用
負
担

を
し
た
国
民
と
で
分
け
合
う
（
分

収
す
る
）
と
い
う
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
い
よ
い
よ
伐
採
し

収
入
を
分
け
合
お
う
と
し
た
ら
、

木
材
価
格
が
低
下
し
売
れ
な
い
、

売
れ
て
も
費
用
負
担
者
へ
の
分
収

金
の
支
払
い
が
平
均
30
万
円
程
度

に
し
か
な
ら
な
い
事
態
が
生
じ
ま

し
た
。
そ
こ
で
住
民
が
憤
り
、
大

阪
の
弁
護
士
さ
ん
が
中
心
に
な
っ

て
「
国
家
的
詐
欺
」
だ
と
住
民
訴

訟
を
起
こ
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
緑

の
オ
ー
ナ
ー
制
度
」
裁
判
で
す
。

こ
の
制
度
が
発
足
し
た
直
後
か

ら
、
私
は
国
有
林
問
題
の
研
究
者

と
し
て
最
初
に
、
こ
の
制
度
は
い

ず
れ
大
き
な
問
題
に
な
る
と
警
告

し
て
い
ま
し
た
。「
緑
の
オ
ー
ナ
ー

制
度
」
裁
判
に
関
わ
り
、
意
見
書

を
求
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
た
め

で
す
。

森
林
の
自
然
的
生
産
力
を

社
会
的
生
産
力
に

「
緑
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
」

当
初
か
ら
問
題
点
を
警
告

Ｑ　

最
近
、
森
林
問
題
に
関
す
る

著
書
を
上
梓
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
が
「
森
林
・

林
業
は
よ
み
が
え
る
か
」、
サ
ブ

タ
イ
ト
ル
が
「『
緑
の
オ
ー
ナ
ー

制
度
』
裁
判
か
ら
見
え
る
も
の
」

と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
。
き
っ

か
け
は
、「
緑
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
」

裁
判
に
当
初
か
ら
関
わ
り
、
大
阪

高
等
裁
判
所
へ
の
上
告
で
、
原
告

（
住
民
）
側
の
参
考
人
と
し
て
意

見
書
を
書
い
た
こ
と
で
す
。

　
「
緑
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
」
と
は
、

１
９
８
４
年
度
か
ら
99
年
度
に
か

け
て
国
有
林
を
対
象
と
し
て
実
施

さ
れ
た
「
分
収
育
林
制
度
」
の
こ

と
で
す
。
も
と
も
と
は
市
町
村
有

林
等
を
対
象
と
し
た
も
の
で
し
た

が
、
国
有
林
の
巨
額
の
赤
字
の
穴

埋
め
と
し
て
林
野
庁
が
取
り
入
れ
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大北森林組合問題

県民への十分な説明を

【
２
面
に
続
く
】
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俊
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