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市町村の森林の可能性
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森
林
管
理
に
お
い
て
市
町
村
に
求
め
ら

れ
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て

い
る
。
伐
採
・
造
林
届
の
扱
い
や
市
町
村

森
林
整
備
計
画
の
作
成
に
く
わ
え
て
、
森

林
経
営
管
理
制
度
へ
の
対
応
や
、
森
林
環

境
譲
与
税
の
活
用
な
ど
、
せ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
増
え
て
い
く
。

　

他
方
で
、
そ
れ
に
充
て
ら
れ
る
人
員
数

は
増
え
な
い
（
こ
れ
は
労
働
問
題
で
あ

る
）。
多
く
の
市
町
村
で
は
、
森
林
・
林

業
の
専
門
職
員
は
い
な
い
か
ら
、
県
の
地

方
事
務
所
や
地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な

ど
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
外
部
へ
の
依
存
度
が
高
く
な
っ
て

も
、
自
治
体
が
森
林
管
理
を
通
じ
て
何
を

す
る
の
か
、
何
が
で
き
る
の
か
は
問
う
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
森
林
管
理
を
通
じ
て
市
町

村
が
で
き
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
関
し
て
県

が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

森
林
は
、
管
理
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
、
地
域
の
資
源
で
も
あ

る
。
で
は
、
森
林
管
理
を
通
じ
て
、
ど
の

よ
う
な
地
域
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か
。

　

ど
こ
で
も
共
通
す
る
の
は
、
災
害
の
少

な
い
地
域
を
つ
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
昔
も

今
も
人
々
の
期
待
が
高
い
。

　

森
林
が
降
雨
を
す
み
や
か
に
吸
収
す
る

の
は
、
地
表
の
土
壌
に
団
粒
構
造
が
あ
る

か
ら
だ
。
雨
が
地
面
に
直
接
あ
た
る
と
、

水
滴
の
衝
撃
で
団
粒
構
造
が
破
壊
さ
れ

る
。
だ
か
ら
森
林
が
地
表
を
覆
っ
て
い
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
森
林
を
無
秩
序
に

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
な
ど
に
開
発
す
る
こ
と
は

規
制
さ
れ
る
べ
き
だ
し
、
木
材
生
産
の
あ

と
の
森
林
は
、
植
栽
か
、
自
然
に
樹
木
が

生
え
る
こ
と
（
天
然
更
新
）
に
よ
っ
て
再

森
林
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
成
長
し
て
樹
高
が
伸
び
た
森
林

に
は
、
地
表
近
く
に
下
層
植
生
が
必
要

だ
。
森
林
は
降
雨
を
葉
（
樹
冠
）
で
受
け

止
め
る
が
、
そ
の
水
の
多
く
は
ま
と
ま
っ

て
雨
だ
れ
に
な
る
。
背
の
高
い
針
葉
樹
の

み
の
森
林
で
は
、
大
粒
の
水
滴
が
高
さ
20

ｍ
く
ら
い
か
ら
降
っ
て
地
面
を
叩
く
。
し

た
が
っ
て
高
木
か
ら
の
雨
だ
れ
を
地
表
近

く
で
も
う
一
段
受
け
止
め
る
下
層
植
生
が

あ
る
と
よ
い
１
）。
下
層
植
生
は
、
地
表
近

く
（
林
床
）
に
光
が
届
く
こ
と
で
十
分
に

発
達
す
る
。
光
を
林
床
に
ま
で
届
け
る
た

め
に
は
、
間
伐
が
必
要
で
あ
る
。
間
伐
す

れ
ば
樹
木
の
根
も
発
達
す
る
。
た
だ
し
、

下
層
植
生
を
食
べ
て
し
ま
う
シ
カ
の
頭
数

を
低
く
維
持
す
る
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
森
林
は
自
然
災
害
を
完
全

に
防
が
な
い
。
山
が
崩
れ
る
こ
と
、
河
川

が
氾
濫
す
る
こ
と
は
、
自
然
の
営
み
で
あ

り
、
森
林
が
ど
れ
だ
け
完
璧
な
状
態
で
も

生
じ
る
。
大
切
な
の
は
、
そ
れ
を
人
的
被

害
に
つ
な
げ
な
い
こ
と
だ
。
災
害
が
懸
念

さ
れ
る
と
き
に
は
人
々
が
着
実
に
避
難
す

る
こ
と
が
重
要
で
、
森
林
が
あ
る
こ
と
で

避
難
が
遅
れ
る
よ
う
で
は
い
け
な
い
。
森

林
や
ダ
ム
な
ど
の
施
設
は
、
避
難
す
る
時

間
を
か
せ
ぐ
も
の
だ
と
い
う
理
解
を
地
域

に
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。

　

も
う
一
つ
普
遍
的
に
関
心
が
高
い
の

は
、
森
林
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
で

あ
ろ
う
。
木
材
を
使
う
こ
と
で
、
鉄
や
コ

ン
ク
リ
ー
ト
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
化
石
燃

料
な
ど
他
の
素
材
の
使
用
量
を
着
実
に
減

ら
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
温
暖
化
対
策

と
し
て
意
義
は
あ
る
。
ま
た
、
木
材
を

１
０
０
年
程
度
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
建

築
物
や
家
具
な
ど
に
使
う
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
炭
素
を
固
体
の
状
態
で
貯
蔵
し
た
こ

と
に
も
な
る
。

　

た
だ
し
、
森
林
を
主
伐
（
皆
伐
）
し
て

木
材
を
生
産
す
る
な
ら
、
同
時
に
次
の
世

代
の
森
林
２
）

も
育
っ
て
い
る
必
要
が
あ

る
。
と
こ
ろ
が
現
状
の
主
伐
後
の
再
造
林

率
は
３
～
４
割
し
か
な
い
。
木
材
利
用
が

地
球
温
暖
化
対
策
に
な
る
の
は
、
か
な
り

厳
し
い
条
件
（
他
の
素
材
の
使
用
減
、
木

材
の
超
長
期
利
用
、
確
実
な
再
造
林
）
の

も
と
で
の
こ
と
だ
。
森
林
に
過
剰
に
期
待

災
害
を
緩
和
す
る
森
林

災
害
を
緩
和
す
る
森
林
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す
る
の
で
は
な
く
、
化
石
資
源
の
利
用
を

や
め
る
と
い
う
、
根
本
的
な
対
策
が
と
ら

れ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。

　

災
害
の
緩
和
を
目
指
し
て
森
林
を
管
理

す
る
中
で
、
可
能
な
範
囲
で
木
材
生
産
な

ど
の
利
用
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

林
野
庁
が
公
開
し
て
い
る
「
も
り
ぞ
ん
」

と
い
う
Ｇ
Ｉ
Ｓ
ツ
ー
ル
３
）
は
、森
林
を「
災

害
リ
ス
ク
」
と
「
収
益
性
」
の
２
つ
の
視

点
で
見
る
も
の
で
、
考
え
方
が
分
か
り
や

す
い
（
図
１
）。

　

ま
ず
、
災
害
リ
ス
ク
が
明
ら
か
に
高
い

と
こ
ろ
（
①
）
は
、
経
済
的
利
用
に
は
不

向
き
な
場
所
で
あ
る
。
過
去
に
繰
り
返
し

災
害
が
発
生
し
た
場
所
や
警
戒
区
域
、
沢

や
建
物
・
イ
ン
フ
ラ
に
近
す
ぎ
る
場
所
の

ほ
か
、
保
護
す
べ
き
生
態
系
や
歴
史
的
施

設
が
あ
る
場
所
な
ど
も
該
当
す
る
。
こ
う

い
う
場
所
は
、
す
で
に
利
用
規
制
が
か

か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
だ
ろ
う
。

　

災
害
リ
ス
ク
が
や
や
高
い
森
林
の
う

ち
、
道
か
ら
遠
い
と
か
、
土
地
条
件
か
ら

生
育
が
よ
く
な
い
な
ど
の
収
益
性
が
低
い

森
林
（
②
）
に
つ
い
て
は
、
間
伐
な
ど
を

実
施
し
災
害
に
強
い
森
林
に
な
る
よ
う
に

管
理
し
て
い
く
の
が
よ
い
。
自
然
の
森
林

に
段
階
的
に
戻
し
て
い
く
方
法
も
あ
る
。

災
害
リ
ス
ク
は
や
や
高
い
が
、
収
益
性
も

高
そ
う
な
ら
（
③
）、
気
を
つ
け
て
利
用

を
す
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ラ
ッ
ク
や
林
業

機
械
を
走
行
さ
せ
る
の
に
は
林
内
路
網

（
林
業
専
用
道
や
森
林
作
業
道
な
ど
）
が

必
要
だ
が
、
コ
ス
ト
を
か
け
て
丈
夫
な
道

を
作
る
と
か
、
架
線
集
材
な
ど
別
の
生
産

方
法
を
用
い
る
こ
と
で
路
網
の
量
を
抑
え

る
な
ど
の
対
策
を
と
る
。
木
材
生
産
以
外

の
利
用
な
ら
、
①
も
部
分
的
に
使
え
る
だ

ろ
う
。

　

災
害
リ
ス
ク
が
低
い
森
林
で
は
ど
う

か
。
収
益
性
が
高
い
と
こ
ろ
（
④
）
は
優

先
し
て
利
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
も

ち
ろ
ん
、
災
害
を
引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う

な
適
切
な
方
法
で
で
あ
る
。
収
益
性
が
低

い
と
こ
ろ
（
⑤
）
は
、
利
用
に
は
適
さ
な

い
が
、
今
後
、
路
網
が
作
ら
れ
た
り
す
れ

ば
収
益
性
が
高
い
土
地
に
な
る
可
能
性
は

あ
る
。

　

災
害
リ
ス
ク
に
関
し
て
は
、
ど
の
自
治

体
で
も
似
た
尺
度
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
方

で
、
収
益
性
の
軸
に
つ
い
て
は
、
自
治
体

に
よ
っ
て
考
え
方
が
異
な
る
。
③
を
、
ど

の
く
ら
い
リ
ス
ク
を
承
知
で
利
用
す
る

か
。⑤
に
、今
後
ど
の
く
ら
い
路
網
を
作
っ

て
収
益
性
の
高
い
場
所
に
し
て
い
く
か
。

木
材
生
産
が
地
域
の
中
心
的
産
業
な
ら
、

森
林
の
大
部
分
を
利
用
す
る
だ
ろ
う
し
、

そ
う
で
な
い
な
ら
ほ
ど
ほ
ど
に
利
用
す
る

こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
路
網
を
設
け
る
と

収
益
性
は
向
上
す
る
が
、
他
方
で
管
理
コ

ス
ト
は
増
大
す
る
。
と
く
に
路
面
の
排
水

溝
が
埋
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
肝

要
だ
。
管
理
が
不
十
分
だ
と
降
雨
に
よ
っ

て
路
面
が
浸
食
さ
れ
、
道
が
崩
壊
す
る
こ

と
で
災
害
の
起
因
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
ど
こ
ま
で
で
木
材
生
産

す
る
か
を
、
住
民
の
合
意
形
成
に
よ
っ
て

決
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ

は
市
町
村
単
位
よ
り
も
さ
ら
に
小
さ
い
、

地
区
ご
と
に
行
っ
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ

う
。
木
材
生
産
が
そ
れ
ほ
ど
活
発
化
し
て

い
な
い
地
域
で
、
森
林
所
有
者
・
住
民
が

収
益
性
に
つ
い
て
の
感
覚
を
十
分
に
持
た

な
い
場
合
に
は
、
解
説
も
必
要
だ
。

　

な
お
、
路
網
は
２
０
１
０
年
代
以
降
に

盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ

ま
で
造
育
林
を
し
て
き
た
林
家
や
財
産

区
・
生
産
森
林
組
合
な
ど
の
所
有
者
に

と
っ
て
も
、
路
網
の
維
持
管
理
は
未
知
の

も
の
な
の
で
、
県
の
支
援
に
よ
る
技
術
普

及
が
必
要
で
あ
る
。
森
林
管
理
と
い
う

と
、
多
く
の
人
々
は
間
伐
だ
け
に
着
目
し

が
ち
だ
が
、
路
網
の
維
持
管
理
も
森
林
管

理
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
利
用
す
る
森
林
を
考
え
る

際
に
問
題
に
な
る
の
は
、
災
害
リ
ス
ク
を

勘
案
し
た
利
用
を
行
わ
せ
る
た
め
の
法
的

規
制
が
弱
い
こ
と
で
あ
る
４
）。た
と
え
ば
、

難
し
い
地
形
・
地
質
の
場
所
に
無
理
な
線

形
や
密
度
で
路
網
を
通
す
と
、
伐
採
の
瞬

間
は
よ
い
が
、
そ
の
後
の
維
持
が
困
難
に

な
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
を
抑
制
す

る
仕
組
み
が
現
行
制
度
で
は
乏
し
い
。
市

町
村
単
位
で
条
例
を
設
け
る
こ
と
や
５
）、

地
域
の
林
業
事
業
体
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・

行
動
規
範
を
宣
言
す
る
こ
と
も
で
き
る

が
６
）、
い
ず
れ
は
県
が
し
か
る
べ
き
拘
束

力
を
持
っ
た
条
例
を
設
け
る
べ
き
で
あ

る
。

　

市
町
村
の
森
林
の
可
能
性
は
、
木
材
生

産
な
ど
の
経
済
的
利
用
だ
け
に
留
ま
る
も

の
で
は
な
い
。

　

市
町
村
が
森
林
の
利
用
を
通
じ
て
実
現

し
た
い
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
林
業
地
帯

で
あ
れ
ば
、
木
材
生
産
を
盛
ん
に
す
る
こ

と
で
、
林
業
・
木
材
産
業
の
従
事
者
の
生

計
を
安
定
さ
せ
て
、
地
域
人
口
を
維
持
・

増
加
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
林
業
の
経
済
的
ウ
ェ
イ
ト
が
大

き
く
な
い
地
域
で
は
ど
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、
森
林
資
源
を
経
済
的
価
値
に
結
び
つ

け
る
こ
と
は
同
じ
く
重
要
だ
が
、
他
の
利

用
方
法
も
あ
り
う
る
。
森
林
で
住
民
の
生

図１　森林の災害リスクと収益性
出典：注 3）、3 ページを簡素化。
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経
済
的
利
用
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活
の
質
を
向
上
さ
せ
、
地
域
内
外
の
人
々

を
惹
き
つ
け
る
こ
と
だ
。
い
ま
、
農
山
村

地
域
の
環
境
を
い
か
し
て
生
活
し
た
い
と

い
う
ニ
ー
ズ
は
高
い
。
も
し
、
住
民
や
移

住
者
が
比
較
的
容
易
に
利
用
で
き
る
森
林

が
あ
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
森
林

は
、
経
済
的
利
益
は
さ
ほ
ど
生
ま
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
地
域
人
口
を
維
持
・
増

加
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

市
町
村
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、「
そ
の
森

林
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
は
何
を
実
現
し

た
い
の
か
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

　

長
野
県
箕
輪
町
の
事
例
を
み
よ
う
。
木

材
生
産
は
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
地
域
で
あ

る
。
こ
の
町
で
は
「
森
林
ビ
ジ
ョ
ン
」
の

策
定
の
た
め
に
、
町
民
に
対
し
て
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
７
）。
こ
の
結
果

に
よ
る
と
、
町
民
の
６
割
は
日
常
的
に
森

林
と
の
関
わ
り
が
な
い
が
、
森
林
と
関
わ

り
を
持
ち
た
い
と
答
え
る
町
民
は
８
割
お

り
、
30
歳
代
の
関
心
が
も
っ
と
も
高
い
。

そ
の
ニ
ー
ズ
は
、「
散
歩
・
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
」「
キ
ノ
コ
採
り
・
山
菜
採
り
」「
森
林

セ
ラ
ピ
ー
・
癒
や
し
」「
キ
ャ
ン
プ
・
ア

ウ
ト
ド
ア
体
験
」
の
順
に
高
く
、
い
ず
れ

も
立
木
の
利
用
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ

る
。
で
は
な
ぜ
森
林
と
の
関
係
が
現
状
な

い
か
と
い
え
ば
、「
き
っ
か
け
が
な
い
」

あ
る
い
は
「
森
の
利
用
に
関
す
る
ル
ー
ル

が
分
か
ら
な
い
」「
自
由
に
入
れ
る
森
が

な
い
」
か
ら
だ
。

　

所
有
者
不
明
山
林
が
問
題
に
あ
が
る
も

の
の
、
市
町
村
有
林
や
財
産
区
有
林
な

ど
、
利
用
ル
ー
ル
や
土
地
境
界
が
明
確
な

森
林
も
多
い
。
マ
ツ
タ
ケ
の
留
山
で
も
な

け
れ
ば
、
散
策
程
度
な
ら
自
由
に
さ
せ
る

だ
ろ
う
。
利
用
の
ル
ー
ル
や
場
所
は
、
か

つ
て
は
地
区
住
民
に
と
っ
て
は
自
明
な
こ

と
だ
っ
た
が
、
現
在
の
若
い
世
代
に
は
知

ら
れ
て
い
な
い
。
人
々
は
森
林
に
関
心
が

な
い
の
で
は
な
く
、
関
わ
る
た
め
の
情
報

を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
地
区
ご
と

に
、
地
区
内
住
民
む
け
講
習
会
を
ひ
ら
く

こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
な

い
は
ず
だ
。

　

森
林
と
の
関
わ
り
方
を
教
え
た
場
合
は

ど
う
か
。
長
野
県
伊
那
市
の
事
例
を
み
よ

う
。「
伊
那
谷
フ
ォ
レ
ス
ト
カ
レ
ッ
ジ
」

と
い
う
、
森
林
と
の
関
わ
り
方
を
実
例
か

ら
学
び
、
参
加
者
が
自
分
な
り
に
考
え
る

講
座
が
市
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る

（
図
２
）（
２
０
２
０
～
２
０
２
４
年
度
）８
）。

参
加
者
の
費
用
負
担
も
そ
れ
な
り
の
も
の

に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
４
年
間
で
申
し

込
み
人
数
は
地
域
内
外
の
約
１
，
０
０
０

人
に
な
り
、
フ
ォ
レ
ス
ト
カ
レ
ッ
ジ
受
講

後
に
伊
那
市
に
移
住
し
た
人
は
家
族
も
含

め
約
40
人
を
か
ぞ
え
る
９
）。参
加
者
に
は
、

木
材
生
産
を
目
指
す
人
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
以
外
の
関
わ
り
方
を
模
索
す
る
人
々
も

い
る
。

　

森
林
に
よ
る
人
口
の
維
持
・
増
加
の
た

め
に
は
、「
地
域
の
森
林
を
利
用
し
て
生

活
す
る
（
主
業
に
す
る
）」
こ
と
が
必
須

条
件
だ
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
当
然
こ
の

追
求
は
必
要
だ
。
一
方
で
「
地
域
の
森
林

の
中
で
模
索
で
き
る
こ
と
」
で
も
移
住
の

き
っ
か
け
に
な
る
。
模
索
に
は
、
主
業
に

す
る
と
い
う
も
の
以
外
に
も
、
副
業
や
収

入
に
は
な
ら
な
い
日
常
的
利
用
も
含
ま
れ

る
。
地
方
の
人
口
が
急
減
す
る
状
況
下
で

は
、
こ
れ
を
見
落
と
さ
な
い
こ
と
が
必
要

だ
。

　

可
能
性
の
あ
る
森
林
は
、
人
々
を
惹
き

つ
け
る
。
そ
し
て
自
治
体
は
、
森
林
を
可

能
性
の
あ
る
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
が
で

き
る
。

　

も
っ
と
も
、
森
林
の
中
に
見
慣
れ
な
い

人
が
入
る
こ
と
は
、
森
林
所
有
者
に
と
っ

て
は
ス
ト
レ
ス
に
な
る
。
ま
た
、
建
築
用

材
生
産
を
目
指
し
た
針
葉
樹
人
工
林
は
、

林
業
の
プ
ロ
以
外
に
は
関
わ
り
方
が
難
し

い
存
在
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
く
つ
か

の
ア
イ
デ
ア
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

一
つ
は
、
公
有
林
を
活
用
す
る
こ
と
で

あ
る
。伊
那
市
は
市
有
林
で
、上
記
の
フ
ォ

レ
ス
ト
カ
レ
ッ
ジ
の
ほ
か
に
、
住
民
の
森

林
へ
の
心
理
的
距
離
を
近
づ
け
る
た
め
の

イ
ベ
ン
ト
「
森
Ｊ
Ｏ
Ｙ
」「
森
マ
ル
シ
ェ
」

な
ど
を
開
催
し
て
い
る
。
公
有
林
は
、
住

民
の
生
活
の
質
の
向
上
や
人
口
維
持
・
増

加
の
た
め
に
、
自
治
体
が
戦
略
的
に
使
え

る
資
源
で
あ
る
。
行
政
が
こ
れ
ら
の
イ
ベ

ン
ト
を
実
施
す
る
の
は
人
員
的
に
も
難
し

い
か
も
し
れ
な
い
。
伊
那
市
の
場
合
は
、

フ
ォ
レ
ス
ト
カ
レ
ッ
ジ
は
地
域
の
木
工
会

社
が
、
森
Ｊ
Ｏ
Ｙ
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
は
市

民
が
つ
く
る
「
伊
那
市
ミ
ド
リ
ナ
委
員

会
」
が
実
施
を
担
っ
て
お
り
10
）、
こ
れ

ら
の
実
施
は
「
伊
那
市
50
年
の
森
林
（
も

り
）
ビ
ジ
ョ
ン
実
施
計
画
」
に
基
づ
く
11
）。

　

公
益
性
と
の
関
連
づ
け
に
も
可
能
性
が

あ
る
。
長
野
県
木
島
平
村
で
は
、
所
有
者

が
収
穫
で
き
な
い
渋
柿
を
、
ク
マ
を
誘
引

し
な
い
よ
う
に
高
校
生
が
採
り
、
行
事
で

配
布
す
る
取
り
組
み
が
あ
る
（
下
高
井
農

林
高
校
「
シ
ブ
ガ
キ
応
援
隊
」）。
同
県
南

箕
輪
村
で
は
、
中
学
生
が
募
金
活
動
の
返

礼
品
に
す
る
た
め
に
水
田
に
立
ち
入
っ
て

落
ち
穂
を
収
集
す
る
こ
と
が
恒
例
行
事
で

図２　森林との関わり方の模索が人々を惹きつける
出典：INA VALLEY FOREST COLLEGE 協議会

可
能
性
の
あ
る
森
林
の
創
出

可
能
性
の
あ
る
森
林
の
創
出
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プロフィール

信州大学農学部助教 三
み

 木
き

  敦
あ つ

 朗
ろ う

あ
る
（
南
箕
輪
中
学
校
「
落
ち
穂
拾
い
」）。

こ
れ
ら
は
未
利
用
の
私
的
所
有
物
を
他
者

が
無
償
利
用
す
る
行
為
だ
が
、
次
世
代
の

教
育
と
い
う
公
益
性
が
あ
る
の
で
許
容
さ

れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
伊
那
市
で
は
、

薪
ス
ト
ー
ブ
ユ
ー
ザ
ー
が
地
区
の
山
の
林

地
残
材
を
利
用
し
て
地
区
公
民
館
の
薪
ス

ト
ー
ブ
の
た
め
に
薪
を
割
り
、
余
剰
分
を

持
っ
て
帰
る
事
例
が
あ
る
（「
西
箕
輪
薪

の
会
」）12
）。
こ
れ
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

中
核
で
あ
る
公
民
館
を
維
持
す
る
と
い
う

公
益
性
が
、
活
動
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、
地
域
の
森
林
管
理
作

業
へ
の
協
力
を
条
件
と
し
て
、
あ
ら
か
じ

め
合
意
さ
れ
た
ル
ー
ル
の
範
囲
で
、
森
林

を
様
々
な
模
索
に
利
用
す
る
こ
と
も
可
能

か
も
し
れ
な
い
。
従
来
の
森
林
管
理
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
、
間
伐
が
で
き
る
（
チ
ェ
ン

ソ
ー
が
使
え
る
）
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か

し
上
述
の
よ
う
に
、
森
林
の
収
穫
段
階

で
要
求
さ
れ
る
の
は
路
網
の
維
持
で
あ

る
。
横
断
排
水
溝
を
詰
ま
ら
せ
る
土
砂
や

枝
葉
を
除
去
す
る
こ
と
は
、
ス
コ
ッ
プ
で

可
能
で
あ
る
。
小
さ
な
倒
木
の
除
去
で
も

よ
い
。
す
で
に
路
網
維
持
活
動
を
担
い
つ

つ
、
森
林
空
間
を
利
用
す
る
事
例
が
み
ら

れ
る
13
）。

　

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
林
は
、
森
林
所
有
者
で

も
造
育
林
で
き
る
が
、
収
穫
期
に
な
る
と

林
業
の
プ
ロ
だ
け
が
関
わ
れ
る
空
間
に
な

る
。
専
用
の
林
業
機
械
が
必
要
に
な
る
か

ら
だ
。か
つ
て
人
々
が
利
用
し
て
い
た「
里

山
」
は
中
低
木
林
で
あ
っ
た
。
こ
ん
に
ち

森
林
を
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
可
能
性
の

あ
る
空
間
に
す
る
た
め
に
は
、
意
図
的
に

中
低
木
林
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

は
道
路
・
電
線
沿
い
や
沢
沿
い
の
森
林
で

実
現
で
き
る
。
地
域
人
口
が
減
っ
て
い
く

と
、
倒
木
処
理
に
は
今
後
ま
す
ま
す
時
間

が
か
か
る
。
地
域
の
災
害
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

を
高
め
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
場
所
を
中

低
木
林
に
し
、
そ
の
状
態
を
維
持
す
る
の

に
コ
ス
ト
を
か
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ

を
利
用
し
た
い
人
を
募
る
の
で
あ
る
14
）。

　

森
林
政
策
の
大
き
な
流
れ
は
、
二
酸
化

炭
素
貯
蔵
を
建
前
と
し
た
木
材
生
産
（
主

伐
・
再
造
林
）
に
あ
る
。
政
策
の
是
非
は

と
も
か
く
、
自
治
体
が
こ
れ
へ
の
適
応
に

忙
殺
さ
れ
る
の
は
、
地
方
自
治
の
観
点
か

ら
み
れ
ば
お
か
し
い
。

　

機
械
化
が
進
ん
で
生
産
性
が
高
ま
れ

ば
、
木
材
生
産
量
の
増
加
と
人
口
維
持
と

の
関
係
性
は
薄
れ
て
い
く
（
人
手
を
減
ら

す
た
め
に
機
械
化
す
る
の
だ
か
ら
当
然

だ
）。
現
在
で
は
、
地
域
の
森
林
利
用
に
、

そ
の
地
域
な
ら
で
は
の
異
な
る
視
点
を
加

え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
有
効
な
施
策

を
市
町
村
間
で
水
平
的
に
学
び
あ
う
こ
と

に
可
能
性
が
あ
る
し
、
県
に
は
木
材
生
産

以
外
で
も
制
度
を
整
え
、
専
門
的
指
導
を

行
う
こ
と
を
望
み
た
い
。
県
森
林
税
や
森

林
環
境
譲
与
税
の
ご
く
一
部
を
充
て
れ

ば
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
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６
８
４
号
、
２
０
２
４
年
。
な
お
、
地
域
独

自
の
森
林
の
利
用
方
法
を
つ
く
り
だ
す
上
で

は
、
地
域
内
の
製
材
所
の
存
在
が
大
き
い
。
小

規
模
製
材
所
の
継
業
も
試
み
る
価
値
が
高
い
。

森
林
を
活
用
し
て

森
林
を
活
用
し
て

暮
ら
し
や
す
い
地
方
社
会
を

暮
ら
し
や
す
い
地
方
社
会
を


