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○ 中部森林管理局 木づかい推進月間協賛シンポジウム開催 ����������Ｐ２
○ 各地からのたより ��������������������������� Ｐ４
○ シリーズ「森林官等からの便り」 ��������������������Ｐ９
○ シリーズ「ご当地自慢」 ������������������������Ｐ10

主な項目

木曽と東濃の２箇所で、
次期神宮式年遷宮御用材斧入式が執り行われる

鳥総立により祭事終了【東濃】

化粧がけをする杣人【木曽】斧を入れる杣人（三ツ紐伐り）【木曽】
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［
名
古
屋
事
務
所
］
十
月
二
十
六
日
、「
熱
田

白
鳥
の
歴
史
館
」
で
、
一
般
社
団
法
人 

森
林
・

自
然
環
境
技
術
者
教
育
会
（
Ｊ
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
）
主

催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

会
場
に
は
一
般
の
方
を
含
め
百
人
を
超
え
る

聴
講
者
が
来
場
し
、
当
局
新
島
局
長
ほ
か
、
東

京
大
学
名
誉
教
授 

酒
井
秀
夫
氏
、
株
式
会
社

佐
合
木
材 

代
表
取
締
役 

佐
合
隆
治
氏
が
講
演

さ
れ
ま
し
た
。

　

新
島
局
長
は
、「『
先
人
』
の
汗
し
た
山
を

『
次
世
代
』
に
引
き
継
ぐ
」
と
の
題
目
で
、
人

工
林
資
源
は
利
用
期
で
あ
る
こ
と
の
説
明
か
ら

始
ま
り
、
森
林
は
環
境
財
で
あ
る
こ
と
を
認
識

す
べ
き
こ
と
、
林
業
の
再
生
に
は
コ
ス
ト
の
縮

減
と
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
構
築
が
重
要
な
こ

と
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
わ
か
り
や
す
い
説
明

に
聴
講
者
は
理
解
を
深
め
て
い
ま
し
た
。

　

佐
合
氏
は
、「『
枝
葉
ま
で
使
い
切
る
』
を
め

ざ
し
て
」
と
題
し
て
講
演
さ
れ
、
業
務
に
携
わ

り
な
が
ら
の
講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。
起
業
家
か

ら
見
て
川
上
、
川
中
、
川
下
が
手
を
携
え
る
こ

と
が
大
切
、
輸
送
経
費
の
削
減
が
重
要
で
あ
る

な
ど
の
話
を
さ
れ
、
千
年
万
年
も
続
く
仕
事
に

繋
げ
た
い
と
結
ば
れ
ま
し
た
。

　

酒
井
名
誉
教
授
は
、「
伐
っ
て
、
使
っ
て
、

植
え
る
」
と
の
題
目
で
、
国
内
外
の
多
く
の
写

真
を
使
っ
て
、
今
ま
で
の
林
業
と
こ
れ
か
ら
の

林
業
は
違
う
、
林
業
は
流
通
の
時
代
と
な
る
と

の
内
容
で
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
講
演
さ
れ
た
方
々
か
ら
山
元
へ
の

還
元
に
つ
い
て
一
言
ず
つ
い
た
だ
き
、
来
場
者

か
ら
の
大
き
な
拍
手
を
も
っ
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
終
了
し
ま
し
た
。

　

名
古
屋
事
務
所
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
都
市
住

民
に
森
林
・
林
業
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た

め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
も
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

 
［
名
古
屋
事
務
所
］
十
月
二
十
七
日
、「
熱
田

白
鳥
の
歴
史
館
」
で
、
平
成
二
十
九
年
度
緑
山

会
（
林
野
庁
関
係
機
関
の
元
職
員
の
会
）
総
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
に
は
新
島
局
長
、
金
口
次
長
、
丸
山
愛

知
所
長
等
が
来
賓
と
し
て
出
席
し
、
禄
山
会
か

ら
は
四
十
七
名
の
会
員
が
出
席
し
盛
大
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

来
賓
挨
拶
で
は
、
新
島
局
長
か
ら
先
輩
諸
氏

へ
の
敬
意
、
最
近
の
森
林
・
林
業
を
と
り
ま
く

情
勢
や
中
部
局
の
取
組
な
ど
を
含
め
た
挨
拶
が

あ
り
ま
し
た
。

　

総
会
で
は
、
昭
和
四
十
年
代
に
撮
影
さ
れ
た

映
像
を
上
映
し
た
と
こ
ろ
、
当
時
を
懐
か
し
む

声
が
多
く
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

旧
貯
木
場
、
旧
分
局
が
あ
っ
た
こ
の
地
で
、

一
年
に
一
度
で
す
が
お
互
い
の
健
在
を
確
か
め

合
い
、
ま
た
、
来
年
こ
の
場
で
懇
談
す
る
こ
と

を
楽
し
み
に
総
会
は
無
事
終
了
し
ま
し
た
。

出席者全員での記念撮影

講演する新島局長

講演する佐合木材　佐合氏

山元への還元について話をされる酒井名誉教授

木
づ
か
い
推
進
月
間

　協
賛
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

　
　
　
　
　 （
木
材
の
カ
ス
ケ
ー
ド
利
用
に
向
け
）

 

め
ざ
す
は「
山
元（
主
）へ
の
還
元
」

緑
山
会
総
会
を
開
催
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［
名
古
屋
事
務
所
］
木
づ
か
い
月
間
中
の
十
月

二
十
六
日
、
岐
阜
県
木
材
利
用
推
進
協
議
会

（
丸
山
輝
城
会
長
）
が
岐
阜
県
知
事
は
じ
め
各

部
局
に
対
し
て
木
材
の
利
用
推
進
に
関
す
る
要

望
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。
名
古
屋
事
務
所
か

ら
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
二
名
が
参
加
し

ま
し
た
。

　

要
望
活
動
は
、
最
初
に
公
共
建
築
物
及
び
商

工
業
施
設
等
の
木
造
化
や
木
質
化
の
促
進
、
住

宅
分
野
に
お
け
る
木
造
住
宅
支
援
強
化
、
木
育

推
進
な
ど
と
い
っ
た
例
年
要
望
し
て
い
る
項
目

に
、
建
て
替
え
が
予
定
さ
れ
て
い
る
県
庁
舎
整

備
に
お
け
る
県
産
材
利
用
や
東
京
五
輪
関
係
施

設
へ
の
利
用
活
動
の
展
開
な
ど
に
つ
い
て
の
項

目
を
加
え
た
要
望
書
を
、
丸
山
会
長
か
ら
古
田

岐
阜
県
知
事
に
手
渡
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
行
わ
れ
た
知
事
と
の
意
見
交
換
に
お

い
て
は
、
再
来
年
度
開
館
が
予
定
さ
れ
て
い
る

「
森
の
恵
み
の
お
も
ち
ゃ
美
術
館
」
を
他
に
な

い
特
色
あ
る
施
設
に
、
森
林
・
林
産
業
に
お
い

て
も
女
性
が
活
躍
で
き
る
職
場
と
な
る
よ
う
支

援
を
、
な
ど
と
い
っ
た
要
望
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

古
田
知
事
か
ら
は
来
年
度
の
予
算
編
成
を
行

う
時
期
で
あ
り
、
要
望
内
容
も
含
め
て
今
後
検

討
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
の
話
が
あ
り
ま
し

た
。

　

さ
ら
に
知
事
か
ら
は
「
お
も
ち
ゃ
美
術
館
に

つ
い
て
は
見
せ
る
だ
け
で
な
く
、
木
育
に
は

色
々
な
や
り
方
が
あ
る
の
で
、
施
設
整
備
に
併

せ
て
考
え
て
い
き
た
い
。
女
性
が
活
躍
す
る
場

を
広
げ
る
一
例
と
し
て
、
県
で
は
女
性
消
防
団

員
を
増
や
す
取
組
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
全
国
的
に
減
少
し
て
い
る
消
防
団
員
が
岐

阜
県
で
は
増
え
て
い
る
と
い
う
実
績
に
繋
が
っ

て
い
る
。
林
業
関
係
で
も
工
夫
す
れ
ば
活
躍
で

き
る
職
場
と
な
る
は
ず
、
他
の
業
種
に
波
及
で

き
る
よ
う
な
取
組
を
考
え
進
め
て
欲
し
い
」
と

の
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

協
議
会
と
県
が
目
指
す
方
向
は
同
じ
で
あ
る

と
認
識
し
て
お
り
、
今
後
も
一
緒
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
旨
の
表
明
を
知
事
か
ら
示
さ
れ
意

見
交
換
を
終
え
ま
し
た
。

　

続
い
て
行
わ
れ
た
林
政
部
長
と
の
意
見
交
換

で
は
、
主
伐
再
造
林
を
推
進
し
て
い
る
が
予
定

に
対
し
て
低
調
な
こ
と
か
ら
、
木
材
利
用
の
面

か
ら
協
議
会
に
も
協
力
を
願
い
た
い
と
逆
に
お

願
い
さ
れ
る
場
面
な
ど
も
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

十
月
十
八
日
に
発
表
さ
れ
た
東
京
五
輪
に
お

け
る
選
手
村
ビ
レ
ッ
ジ
プ
ラ
ザ
協
力
者
と
し

て
、
岐
阜
県
及
び
県
内
六
自
治
体
が
選
ば
れ
る

と
い
う
明
る
い
話
題
も
あ
っ
た
関
係
か
ら
か
、

参
加
し
た
協
議
会
メ
ン
バ
ー
及
び
県
関
係
部
局

職
員
の
表
情
も
明
る
い
雰
囲
気
が
漂
う
中
で
の

要
望
活
動
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
協
議
会
と
連
携
し
な
が
ら
木
材
利
用

推
進
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

［
経
理
課
］
十
一
月
十
日
、
長
野
県
石
油
商
業

組
合
（
渡
邉
一
正
理
事
長
）
と
「
災
害
時
の
石

油
類
燃
料
の
供
給
等
に
お
け
る
相
互
協
力
に
関

す
る
協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

中
部
局
で
は
山
地
災
害
が
発
生
し
た
際
に

は
、
災
害
対
策
本
部
へ
の
リ
エ
ゾ
ン
派
遣
、
県

や
市
町
村
等
と
の
合
同
調
査
、
さ
ら
に
被
災
自

治
体
へ
の
技
術
的
な
支
援
・
助
言
を
行
う
森
林

技
術
者
等
で
編
成
し
た
「
山
地
災
害
対
応
チ
ー

ム
（
Ｍ
Ｄ
Ｓ
Ａ
Ｔ
）
」
の
派
遣
な
ど
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
協
定
は
、
長
野
県
内
に
お
い
て
地
震
や

豪
雨
等
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
山

地
災
害
の
被
害
把
握
や
復
旧
作
業
に
必
要
と
な

る
車
両
や
非
常
用
発
電
機
等
へ
の
燃
料
に
つ
い

て
優
先
的
な
供
給
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
平

常
時
に
お
い
て
も
連
絡
体
制
な
ど
の
情
報
交
換

古田知事（左）に要望書を手渡す丸山会長（右）

高井林政部長（奥左から3人目）との意見交換で発言する金口次長

協定締結を披露

木
材
利
用
推
進
を
岐
阜
県
知
事
ら
に
要
望

新
県
庁
舎
な
ど
に
県
産
材
利
用
を
！

協
定
を
締
結

協
定
を
締
結

協
定
を
締
結

協
定
を
締
結

災
害
時
の
燃
料
供
給
に
つ
い
て
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を
行
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
災
害
に
迅
速
な
対
応

が
実
施
で
き
る
よ
う
協
力
体
制
の
構
築
を
図
る

も
の
で
す
。

　

同
組
合
の
渡
邉
理
事
長
は
、「
万
が
一
の
時

に
は
組
合
員
一
同
、
全
力
を
挙
げ
て
ご
支
援
申

し
上
げ
る
。
重
く
責
任
を
受
け
止
め
て
い
る
」

と
支
援
を
約
束
さ
れ
、「
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

が
減
少
す
る
厳
し
い
状
況
だ
が
、
平
時
か
ら
の

お
付
き
合
い
の
な
か
で
育
て
て
い
た
だ
き
な
が

ら
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
平
時
の
利

用
も
御
願
い
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
新
島
局
長
は
「
Ｍ
Ｄ
Ｓ
Ａ
Ｔ
を

派
遣
す
る
対
応
を
今
年
か
ら
始
動
し
て
い
る

が
、
現
場
に
駆
け
つ
け
る
燃
料
が
無
い
と
何
も

で
き
な
い
。
協
定
を
結
ん
だ
こ
と
で
本
当
の
意

味
で
竜
の
絵
に
目
が
入
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

日
頃
か
ら
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
情

報
の
共
有
を
含
め
て
対
応
し
て
い
き
た
い
」
と

挨
拶
し
ま
し
た
。

　

協
定
の
締
結
に
よ
り
災
害
対
応
活
動
が
充
実

す
る
こ
と
で
、
被
災
地
の
復
旧
・
復
興
に
一
層

の
貢
献
が
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

 

［
木
曽
署
］
十
月
二
十
八
日
、
当
署
の
小
川
入

国
有
林
に
お
い
て
、
次
期
神
宮
式
年
遷
宮
御
用

材
伐
採
斧
入
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
斧お
の
い
れ
し
き

入
式

は
、
二
〇
年
に
一
度
三
重
県
に
あ
る
伊
勢
神
宮

杣
人
六
名
が
交
代
し
な
が
ら
御
料
木
を
伐
倒
し

ま
し
た
。
斧
入
れ
の
音
が
爽
快
に
響
き
渡
る

中
、
約
四
十
分
間
か
け
て
伐
り
込
み
の
作
業
を

行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
「
オ
オ
ヤ
マ
ノ
神
、
左

斧
、
ヨ
コ
山
、
一
本
ネ
ル
ゾ
」
と
い
う
杣
人
に

よ
る
掛
け
声
が
あ
り
、
杣
人
が
追お
い
づ
る弦
を
伐
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
御
料
木
が
倒
れ
か
か
る
と
「
イ

ヨ
イ
ヨ
ネ
ル
ゾ
」
と
い
う
掛
け
声
で
杣
人
が
横

弦
を
伐
り
、
御
料
木
は
地
面
を
揺
ら
し
伐
倒
さ

れ
ま
し
た
。
伐
倒
と
同
時
に
観
客
か
ら
は

「
お
ー
」
と
い
う
歓
声
と
拍
手
が
起
き
ま
し
た
。

　

伐
倒
後
、
御
料
木
の
梢
を
株
に
刺
す
鳥と

ぶ
さ
た
て

総
立

が
行
わ
れ
、
祭
事
は
終
了
し
ま
し
た
。

　

観
客
か
ら
は
「
迫
力
が
す
ご
か
っ
た
」「
森

三ツ紐伐りで斧を入れる杣人（木曽）

の
社
殿
等
を
造
り
替
え
る
式
年
遷
宮
に
向
け
た

祭
事
で
す
。
三み
つ

ツ
紐ひ
も
ぎ伐
り
と
い
う
伝
統
的
な
木

曽
式
伐
採
法
に
よ
っ
て
、
直
径
五
八
㌢
㍍
・
樹

高
二
八
㍍
の
三
百
年
生
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
が
御
料

木
と
し
て
伐
倒
さ
れ
ま
し
た
。
三
つ
紐
伐
り
と

は
、
斧
で
三
方
向
か
ら
幹
の
中
心
に
向
か
っ
て

穴
を
開
け
、
残
っ
た
弦
の
一
本
を
切
断
す
る
こ

と
で
伐
倒
す
る
方
法
で
す
。

　

当
日
は
あ
い
に
く
の
雨
で
し
た
が
、
伊
勢
神

宮
や
木
曽
奉
賛
会
の
関
係
者
・
上
松
町
役
場
・

地
元
の
住
民
等
や
遠
方
か
ら
の
観
客
等
、
約

百
五
十
名
が
見
守
る
中
、
祭
事
が
執
り
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

烏え

ぼ

し
帽
子
や
素す
お
う襖
と
呼
ば
れ
る
青
い
装
束
を
身

に
つ
け
た
杣そ
ま
び
と人
が
斧
を
三
回
振
り
下
ろ
す
儀
式

を
行
っ
た
後
、
白
い
作
業
着
を
身
に
ま
と
っ
た

三ツ紐伐りで斧を入れる杣人（木曽）

杣が斧を３回振り下ろす儀式
（東濃）

三ツ紐伐りで斧を入れる
杣人（東濃）

次
期
神
宮
式
年
遷
宮
御
用
材

�

伐
採
斧
入
式
が
執
り
行
わ
れ
る

各
地
か
ら
の
た
よ
り

各
地
か
ら
の
た
よ
り

に
響
く
斧
の
音
が
神
聖
だ
っ
た
」
と
い
っ
た
感

想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
上
松
町
長
に
よ

る
と
御
料
木
の
樹
齢
は
年
輪
を
数
え
た
と
こ

ろ
、
四
百
年
以
上
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し

た
。

　

な
お
、
十
一
月
三
日
に
は
上
松
町
で
御お
き
ひ
き
木
曳

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

［
東
濃
署
］
十
月
三
十
日
、
当
署
の
加
子
母
裏

木
曽
国
有
林
に
て
次
期
式
年
遷
宮
御
用
材
伐
採

斧
入
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
台
風

一
過
の
快
晴
な
が
ら
強
い
冷
え
込
み
を
感
じ
ま

し
た
。
会
場
に
は
、
国
有
林
関
係
者
、
裏
木
曽

東
濃
署
管
内
の

�

次
期
式
年
遷
宮
御
用
材
伐
採
斧
入
式
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職員による説明の様子

金口次長より歓迎の挨拶

講義に聞き入る参加者

奉
賛
会
、
国
有
林
を
抱
え
る
地
元
関
係
者
、
さ

ら
に
は
次
期
を
担
う
で
あ
ろ
う
加
子
母
・
付
知

の
中
学
一
年
生
も
見
学
に
訪
れ
、
約
三
百
名
が

参
加
し
見
守
り
ま
し
た
。
斧
入
式
の
伐
採
木
と

な
っ
た
御
用
材
は
一
〇
二
年
生
（
大
正
五
年
）

の
胸
高
直
径
五
十
二
㌢
㍍
・
樹
高
二
二
㍍
の
ヒ

ノ
キ
で
、
御
用
材
を
中
心
に
や
ぐ
ら
が
組
ま
れ

三
ツ
紐
伐
り
で
倒
し
横
た
わ
る
と
歓
声
と
拍
手

に
包
ま
れ
ま
し
た
。
切
り
倒
し
た
御
用
材
は
四

日
に
護
山
神
社
で
奉
送
迎
祭
、
五
日
に
市
内
で

「
御
木
曳
き
」
さ
れ
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

 

［
岐
阜
署
］
十
月
十
九
日
に
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

（
※
国
の
森
林
総
合
監
理
士
等
が
市
町
村
へ
の

協
力
を
推
進
す
る
た
め
の
事
例
研
究
）
地
区
の

七
宗
町
に
お
い
て
、
岐
阜
署
、
森
林
技
術
・
支

援
セ
ン
タ
ー
の
共
催
で
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
食
害
防

除
対
策
検
討
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
食
害
が
深
刻
化
し
て
い
る

中
、
適
正
な
頭
数
に
管
理
す
る
個
体
数
調
整

や
、
造
林
地
へ
シ
カ
を
侵
入
さ
せ
な
い
、
あ
る

い
は
食
害
を
防
止
す
る
た
め
の
防
護
対
策
に
つ

い
て
、
国
、
県
、
市
町
村
が
情
報
を
共
有
し
、

意
見
交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
地
域
で

よ
り
効
果
的
な
対
策
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
で
、
市
町
村
職
員
等
十
二
名
、
岐
阜
県

職
員
五
名
、
国
有
林
職
員
十
三
名
が
参
加
し
ま

し
た
。

　

今
年
度
は
各
市
町
村
の
森
林
管
理
委
員
会
へ

の
出
席
等
に
よ
り
、
国
有
林
の
所
在
し
な
い
市

町
や
森
林
組
合
等
か
ら
も
参
加
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

午
前
中
は
岐
阜
県
森
林
研
究
所
の
岡
本
専
門

研
究
員
か
ら
ニ
ホ
ン
ジ
カ
対
策
の
現
状
と
課
題

に
つ
い
て
、
ま
た
岐
阜
署
の
松
嶋
総
括
地
域
林

政
調
整
官
か
ら
国
有
林
に
お
け
る
ニ
ホ
ン
ジ
カ

対
策
に
つ
い
て
講
義
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し

た
。

　

あ
い
に
く
の
雨
で
午
後
か
ら
の
現
地
検
討
会

は
縮
小
し
て
行
い
ま
し
た
が
、
森
林
技
術
・
支

援
セ
ン
タ
ー
の
三
村
森
林
技
術
普
及
専
門
官
か

ら
七
宗
国
有
林
に
設
営
し
た
シ
カ
対
策
試
験
地

の
概
要
説
明
、
建
物
の
外
で
く
く
り
ワ
ナ
の
実

習
を
行
い
ま
し
た
。

　

主
伐
・
再
造
林
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ニ
ホ

ン
ジ
カ
対
策
は
重
要
で
あ
り
、
低
コ
ス
ト
で
効

果
が
期
待
で
き
る
防
除
対
策
や
く
く
り
ワ
ナ
に

関
す
る
質
問
が
多
く
出
さ
れ
、
有
意
義
な
意
見

交
換
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
地
区
の
七
宗
国
有

林
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
研
修
会
等
を
積
極
的

に
開
催
し
て
い
き
ま
す
。

 

［
木
曽
森
林
ふ
れ
あ
い
推
進
セ
ン
タ
ー
・
名
古

屋
事
務
所
・
木
曽
署
］
十
月
二
十
四
日
、
木
曽

森
林
管
理
署
管
内
の
赤
沢
自
然
休
養
林
で
、
木

曽
川
下
流
域
の
住
民
を
対
象
と
し
た
「
木
曽
の

国
有
林
見
学
会
２
０
１
７
秋
季
」
を
開
催
し
ま

し
た
。

　

こ
の
催
し
は
、
江
戸
時
代
か
ら
深
い
繋
が
り

を
持
つ
木
曽
地
域
と
木
曽
川
下
流
域
の
名
古
屋

の
関
係
や
、
森
林
・
林
業
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
下
流
域
の
都
市

住
民
の
方
々
に
、
木
曽
川
源
流
域
の
国
有
林
を

訪
ね
て
も
ら
い
、
木
曽
地
域
の
林
業
の
歩
み
、

木
材
輸
送
方
法
（
伐
採
地
、
小
谷
狩
り
、
森
林

鉄
道
、
林
業
遺
産
）
及
び
名
古
屋
の
熱
田
白
鳥

湊
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
運
材
技
術
の
変
遷
や

木
材
の
生
産
地
を
実
際
に
見
聞
き
し
て
い
た
だ

く
学
習
講
座
で
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
春
季

及
び
秋
季
の
年
二
回
開
催
し
て
お
り
、
口
コ
ミ

等
に
よ
り
名
古
屋
市
民
か
ら
好
評
を
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

　

当
日
は
、
心
配
し
て
い
た
台
風
に
よ
る
影
響

も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
名
古
屋
市
内
を
中
心
に
参

加
さ
れ
た
四
十
一
名
と
ス
タ
ッ
フ
一
名
の

四
十
二
名
が
名
古
屋
事
務
所
「
熱
田
白
鳥
の
歴

史
館
」
を
出
発
。
一
路
木
曽
路
に
向
か
い
ま
し

た
。
赤
沢
自
然
休
養
林
到
着
後
は
、
金
口
次
長

を
は
じ
め
ガ
イ
ド
等
を
行
う
国
有
林
職
員
七
名

木
曽
の

�

国
有
林
見
学
会
（
秋
季
）
を
開
催

ニ
ホ
ン
ジ
カ
食
害
防
除
対
策

�

検
討
会
を
開
催
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に
よ
り
現
地
案
内
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
こ
の
見
学
会
に
先
立
ち
、
十
月

十
七
日
に
、
名
古
屋
の
木
材
産
業
と
森
林
・
林

業
の
歴
史
や
、
国
産
材
を
使
う
こ
と
の
意
義
、

上
流
域
の
森
林
（
国
有
林
）
と
下
流
域
の
名
古

屋
市
の
結
び
つ
き
な
ど
を
同
歴
史
館
で
事
前
学

習
し
ま
し
た
。　

　

ま
た
、
途
中
か
ら
バ
ス
に
乗
車
し
た
森
林
ふ

れ
あ
い
推
進
セ
ン
タ
ー
新に
い
の
み家
所
長
か
ら
、
赤
沢

自
然
休
養
林
ま
で
の
景
勝
地
等
の
説
明
を
受

け
、
想
い
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
木
曽
ヒ
ノ
キ
の

生
地
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

一
行
が
赤
沢
自
然
休
養
林
に
到
着
後
、
金
口

次
長
か
ら
の
歓
迎
の
挨
拶
が
あ
り
、
森
林
交
流

セ
ン
タ
ー
周
辺
で
昼
食
を
と
り
、
森
林
鉄
道
に

乗
車
し
ま
し
た
。
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
森
林
と
渓
流

が
織
り
な
す
景
色
を
眺
め
な
が
ら
終
点
の
「
丸

山
渡
停
車
場
」
で
下
車
し
、
歴
史
と
と
も
に
育

ま
れ
て
き
た
樹
齢
三
百
年
余
り
の
木
曽
ヒ
ノ
キ

や
サ
ワ
ラ
が
生
い
茂
る
林
内
を
散
策
し
な
が

ら
、
職
員
の
ガ
イ
ド
に
よ
り
、
木
曽
の
林
業
の

歴
史
や
運
材
方
法
、
伊
勢
神
宮
と
の
関
わ
り
、

木
曽
五
木
の
樹
種
の
見
分
け
方
や
特
徴
な
ど
を

学
習
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
散
策
の
傍
ら
、
赤
沢
自
然
休
養
林
内

で
実
施
し
て
い
る
「
パ
ズ
ル
ラ
リ
ー
赤
沢
コ
ー

ス
第
四
弾
」
に
も
挑
戦
し
て
い
た
だ
き
、
パ
ズ

ル
箱
か
ら
紙
片
ピ
ー
ス
を
集
め
て
、
最
終
箇
所

の
赤
沢
資
料
館
で
応
募
用
紙
に
記
入
し
、
木
製

パ
ズ
ル
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
ヒ
ノ
キ
と
サ
ワ
ラ
の
見
分

け
方
を
学
習
し
た
」「
森
林
鉄
道
か
ら
見
え
る

赤
沢
の
風
景
は
美
し
か
っ
た
」「
森
林
を
散
策

し
て
爽
快
な
気
分
に
な
っ
た
」「
パ
ズ
ル
ラ

リ
ー
も
楽
し
か
っ
た
」
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
催
し
は
、
木
曽
復
興
支
援
の
取
組
と
し

て
も
位
置
づ
け
て
お
り
、
今
後
も
実
施
に
あ
た

り
参
加
者
か
ら
の
意
見
を
企
画
に
反
映
さ
せ
、

よ
り
意
義
の
あ
る
催
し
と
な
る
よ
う
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

 

［
愛
知
所
］
十
月
十
九
日
、
愛
知
森
林
管
理
事

務
所
に
お
い
て
、「
サ
サ
一
斉
開
花
等
に
関
わ

る
情
報
交
換
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

当
所
で
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
に
段
戸
国

有
林
（
愛
知
県
設
楽
町
）
で
一
二
〇
年
に
一
度

と
言
わ
れ
る
サ
サ
の
一
種
「
ス
ズ
タ
ケ
」
の
開

花
が
確
認
さ
れ
た
以
降
、
過
去
に
サ
サ
一
斉
開

花
時
に
サ
サ
の
実
を
餌
に
野
鼠
が
異
常
繁
殖

し
、
造
林
木
へ
の
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
た
記

録
等
を
踏
ま
え
、
森
林
の
影
響
調
査
等
を
国
立

研
究
開
発
法
人 

森
林
総
合
研
究
所
、
愛
知
県

等
と
連
携
し
て
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
回
の
情
報
交
換
会
は
こ
の
二
年
間
行
っ
て

き
た
サ
サ
の
「
開
花
状
況
調
査
」「
結
実
量
調

査
」「
野
鼠
生
息
予
察
調
査
」
に
つ
い
て
の
調

査
結
果
報
告
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　

開
花
状
況
調
査
報
告
で
は
、
段
戸
国
有
林
に

お
け
る
サ
サ
の
開
花
は
平
成
二
十
八
年
度
が
前

ぶ
れ
咲
き
で
、
サ
サ
群
落
全
体
の
開
花
率
は

一
五
％
程
度
、
平
成
二
十
九
年
度
は
本
開
花
で

す
。
群
落
全
体
の
開
花
率
は
八
〇
％
程
度
で
、

平
成
三
十
年
度
に
遅
れ
咲
き
と
し
て
残
り
の

五
％
が
開
花
す
る
見
込
み
と
の
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
結
実
率
も
同
程
度
と
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

　

野
鼠
生
息
予
察
調
査
報
告
で
は
民
有
林
と
国

有
林
に
お
い
て
ト
ラ
ッ
プ
に
よ
る
調
査
を
夏
と

秋
の
二
回
行
っ
た
と
こ
ろ
、
最
大
で
㌶
当
た
り

十
匹
（
木
を
か
じ
る
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
類
は
最
大
三

匹
）
を
捕
獲
し
た
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

意
見
交
換
で
は
、「
野
鼠
の
大
量
発
生
の
可

能
性
は
」、「
殺
鼠
剤
散
布
の
必
要
性
は
」
な
ど

今
後
の
野
鼠
被
害
対
策
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の

意
見
が
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
実
施
し
た

野
鼠
発
生
予
察
調
査
が
被
害
発
生
を
危
惧
す
る

捕
獲
数
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
当
面
野

鼠
の
駆
除
対
策
は
必
要
な
い
と
判
断
し
ま
し

サ
サ
一
斉
開
花
等
に
関
わ
る

�

情
報
交
換
会
を
開
催

パズルラリーに挑戦する参加者

ササの開花

意見交換の様子
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姫川治山事業所の展示ブース

森林づくりへの熱い思いに聞き入る高校生

た
。

　

ま
た
、「
草
地
に
隣
接
す
る
国
有
林
で
の
野

鼠
生
息
予
察
調
査
が
必
要
で
は
」、「
中
部
森
林

管
理
局
管
内
全
域
の
サ
サ
の
開
花
状
況
の
把
握

が
必
要
」
な
ど
の
意
見
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
踏

ま
え
今
後
も
継
続
的
な
調
査
を
行
っ
て
い
く
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

当
所
と
し
て
は
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
る

中
で
調
査
結
果
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
図
る
と

と
も
に
、
今
後
と
も
春
先
の
苗
木
の
被
害
状
況

や
サ
サ
の
開
花
状
況
を
引
き
続
き
注
視
し
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

 

［
中
信
署
］
十
月
十
五
日
、
新
潟
県
糸
魚
川
市

大
所
の
木
地
屋
の
里
で
毎
年
開
催
さ
れ
る
「
木

地
屋
の
里 

キ
ノ
コ
祭
り
」
に
今
年
初
め
て
参

加
し
、
姫
川
治
山
事
業
所
で
行
っ
て
い
る
、
民

有
林
直
轄
治
山
事
業
（
復
旧
治
山
と
地
す
べ
り

防
止
）
に
つ
い
て
、
展
示
ブ
ー
ス
を
設
置
し
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

工
事
は
奥
地
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
ど
ん
な

目
的
で
ど
の
よ
う
な
工
事
を
行
っ
て
い
る
の

か
、
知
ら
な
い
糸
魚
川
市
民
が
多
い
の
で
な
い

か
と
の
糸
魚
川
市
長
の
言
葉
か
ら
今
回
の
参
加

と
な
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
し
た
が
、
事

業
所
の
若
手
三
人
の
職
員
が
パ
ネ
ル
を
使
っ

て
、
森
林
管
理
署
の
業
務
内
容
説
明
と
大
所
地

区
に
お
い
て
昭
和
四
十
八
年
か
ら
行
っ
て
い
る

工
事
に
関
し
、
地
す
べ
り
防
止
工
事
つ
い
て
は

は
集
水
井
工
な
ど
の
作
業
風
景
、
復
旧
治
山
工

事
に
つ
い
て
は
鋼
製
枠
谷
止
工
の
完
成
写
真
な

ど
を
使
い
説
明
し
ま
し
た
。
大
人
か
ら
は
施
工

方
法
な
ど
質
問
が
あ
り
、
子
供
た
ち
は
イ
ラ
ス

ト
で
描
か
れ
た
ハ
チ
･
キ
ノ
コ
な
ど
に
興
味
を

示
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
地
域
と
連
携
し
た
取
組
を
進
め
る

中
、
地
域
の
方
々
に
森
林
の
大
切
さ
、
治
山
事

業
の
重
要
性
な
ど
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

 

［
岐
阜
署
］
十
月
十
八
日
と
二
十
四
日
に
、
岐

阜
県
可
茂
農
林
事
務
所
と
岐
阜
署
が
、
民
国
連

携
に
よ
る
農
林
高
校
生
の
林
業
就
業
に
向
け
た

取
組
と
し
て
林
業
体
験
学
習
を
行
い
ま
し
た
。

　

目
的
は
、
地
域
の
若
い
人
材
を
地
域
の
担
い

手
と
し
て
確
保
す
る
た
め
、
林
業
に
関
す
る
専

門
教
育
を
行
っ
て
い
る
岐
阜
県
立
加
茂
農
林
高

等
学
校
森
林
科
学
科
の
生
徒
を
対
象
に
、
林

業
・
木
材
産
業
へ
の
関
心
を
高
め
就
業
を
促
進

す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

例
年
は
現
地
実
習
の
み
の
開
催
で
し
た
が
、

現
地
で
は
充
分
な
説
明
が
で
き
な
い
た
め
、
今

年
度
は
事
前
に
高
校
の
授
業
で
森
林
・
林
業
の

概
要
を
説
明
し
、
一
週
間
後
に
現
地
実
習
を
行

う
二
段
階
の
構
成
と
し
ま
し
た
。
岐
阜
署
か
ら

は
先
進
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
コ
ン
テ
ナ
苗
や

ニ
ホ
ン
ジ
カ
対
策
等
に
つ
い
て
講
義
を
行
い
ま

し
た
。

　

現
地
実
習
は
、
七
宗
町
上
麻
生
地
区
の
森
林

共
同
施
業
団
地
（
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
地
区
）
で

伐
採
作
業
、
高
性
能
林
業
機
械
の
見
学
・
体
験

を
行
い
、
可
茂
森
林
組
合
の
森
林
技
術
者
か
ら

は
、
森
林
づ
く
り
へ
の
熱
い
思
い
を
語
っ
て
い

た
だ
き
、
当
署
の
森
林
官
（
七
宗
森
林
事
務

所
）
に
よ
り
林
業
被
害
の
軽
減
に
向
け
て
ニ
ホ

ン
ジ
カ
を
捕
獲
す
る
、
く
く
り
ワ
ナ
の
実
演
等

を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
地
域
の
木
材
市
場
等
を
見
学
し
、

林
業
・
木
材
産
業
へ
の
理
解
を
深
め
ま
し
た
。

加
え
て
、
森
林
組
合
、
木
材
団
体
、
各
行
政
機

関
か
ら
、
卒
業
後
は
ぜ
ひ
我
が
職
場
へ
と
就
職

を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

農
林
高
校
生
の
林
業
就
業
に
向
け

�

林
業
体
験
学
習

キ
ノ
コ
祭
り
で

�

治
山
事
業
を
ア
ピ
ー
ル

職員が子供たちへ説明中
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［
木
曽
署
］
十
月
二
十
六
か
ら
二
十
七
日
、
木

曽
森
林
管
理
署
に
お
い
て
、
当
署
職
員
と
各
地

の
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
研
究

者
の
他
、
木
曽
地
方
事
務
所
、
長
野
県
林
業
大

学
校
、
岐
阜
大
学
、
富
山
県
や
地
元
市
町
村
林

務
担
当
者
、
中
部
森
林
管
理
局
関
係
者
な
ど
約

六
十
名
が
参
加
し
、
第
七
回
「
中
部
森
林
管
理

局 

森
林
総
合
研
究
所 

技
術
交
流
会
」
を
開
催

し
ま
し
た
。

　

こ
の
交
流
会
は
、
木
曽
谷
の
国
有
林
に
お
い

て
、
中
部
森
林
管
理
局
及
び
森
林
総
合
研
究
所

を
は
じ
め
と
す
る
各
研
究
機
関
や
大
学
に
よ
る

様
々
な
試
験
研
究
や
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、

技
術
開
発
及
び
そ
れ
ら
に
よ
り
得
ら
れ
た
成
果

の
普
及
を
図
り
、
相
互
に
知
見
や
認
識
を
共
有

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
平
成
二
十
三
年
度
よ

り
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

木
曽
谷
の
国
有
林
に
は
、
世
界
的
に
見
て
も

非
常
に
貴
重
な
森
林
で
あ
る
温
帯
性
針
葉
樹
林

が
ま
と
ま
っ
て
分
布
し
て
お
り
、
こ
の
温
帯
性

針
葉
樹
林
を
保
存
・
復
元
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
「
木
曽
悠
久
の
森
」
が
設
定
さ
れ
、
こ
の

取
組
は
天
然
更
新
の
重
要
性
が
高
く
、
多
く
の

試
験
や
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
内
で
も
有
数
の
木
材
生
産
地
で
あ

り
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
を
は
じ
め
と
す
る
天
然
林
や

高
齢
級
人
工
林
が
分
布
し
、
研
究
機
関
や
研
究

者
に
と
っ
て
非
常
に
興
味
深
い
フ
ィ
ー
ル
ド
で

も
あ
る
こ
と
か
ら
様
々
な
調
査
が
行
わ
れ
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
調
査
を
含
め
、
様
々
な
調
査
研

究
結
果
に
つ
い
て
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

一
日
目
は
、
技
術
研
究
発
表
会
が
行
わ
れ
、

森
林
総
合
研
究
所
か
ら
は
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
天

然
更
新
を
検
討
す
る
上
で
課
題
と
な
っ
て
い
る

サ
サ
処
理
と
更
新
樹
種
の
調
査
、
赤
沢
ヒ
ノ
キ

の
三
〇
年
の
歩
み
、
水
木
沢
天
然
林
の
林
分
構

造
に
つ
い
て
、
ま
た
、
森
林
管
理
法
の
提
案
や

花
粉
症
対
策
と
高
齢
ヒ
ノ
キ
林
の
関
係
に
つ
い

て
発
表
が
行
わ
れ
、
興
味
深
い
話
題
が
提
供
さ

れ
ま
し
た
。

　

岐
阜
大
学
か
ら
は
、
ア
ス
ナ
ロ
て
ん
ぐ
巣
病

が
ヒ
ノ
キ
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
発
表
が
あ

り
、
木
曽
森
林
管
理
署
か
ら
は
、
御
嶽
山
噴
火

の
対
応
の
取
組
、
天
然
更
新
実
証
試
験
の
報

告
、
森
林
技
術
・
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
は
多
様

な
森
作
り
に
つ
い
て
、
木
曽
森
林
ふ
れ
あ
い
推

進
セ
ン
タ
ー
及
び
南
木
曽
支
署
か
ら
は
シ
カ
被

害
対
策
の
取
組
に
つ
い
て
の
発
表
を
行
い
ま
し

た
。

　

今
回
は
幅
広
い
課
題
の
発
表
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
関
係
者
か
ら
多
く
の
質

疑
が
あ
り
、
有
意
義
な
意
見
交
換
の
場
と
な
り

ま
し
た
。

　

二
日
目
は
、
小
木
曽
国
有
林
に
あ
る
水
木
沢

天
然
林
に
お
い
て
、
森
林
総
合
研
究
所
が
調
査

し
て
い
る
試
験
地
な
ど
を
見
学
し
ま
し
た
。
水

木
沢
は
木
曽
谷
の
天
然
林
の
中
で
は
め
ず
ら
し

い
木
曽
ヒ
ノ
キ
、
天
然
サ
ワ
ラ
と
ブ
ナ
な
ど
の

広
葉
樹
が
混
交
し
た
林
分
で
、
木
曽
谷
の
天
然

林
が
木
曽
ヒ
ノ
キ
を
主
体
と
し
た
現
在
の
林
分

に
な
る
前
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
林
分
で
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
森
林
総
合
研
究
所
で
は
林
分
構
造

を
調
査
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
水
木
沢
に
あ
る

百
年
生
の
ヒ
ノ
キ
人
工
林
の
間
伐
箇
所
で
、
間

伐
効
果
に
よ
る
下
層
の
発
芽
状
況
を
観
察
し
ま

し
た
。

　

今
回
の
交
流
会
を
通
じ
参
加
者
か
ら
は
、

「
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
更
新
や
管
理
技
術
を
は
じ
め

と
し
た
技
術
的
課
題
に
つ
い
て
情
報
共
有
し
率

直
に
意
見
交
換
で
き
る
こ
と
が
大
切
」、「
今
回

報
告
さ
れ
た
取
組
が
、
今
後
の
展
開
や
施
業
に

つ
な
が
る
よ
う
協
力
し
て
い
き
た
い
」
な
ど
の

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
発
表
者
か
ら
は
試
験
研
究
結
果
を
事

業
の
担
当
者
や
地
域
の
関
係
者
に
共
有
す
る
良

い
機
会
で
あ
り
、
今
後
も
継
続
し
て
開
催
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
の
要
望
も
あ
り
ま
し
た
。

　

当
署
と
し
て
も
、
こ
の
交
流
会
を
継
続
し
、

広
く
試
験
研
究
成
果
を
普
及
さ
せ
関
係
者
相
互

の
知
見
や
認
識
を
共
有
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

◎
治
山
課
長
会
議

　

１
月
22
日 

【
林
野
庁
】

◎
森
林
管
理
局
事
業
担
当
課
長
会
議

　

１
月
25
～
26
日 

【
林
野
庁
】

◎
中
部
森
林
技
術
交
流
発
表
会

　

１
月
30
～
31
日 

（
中
部
局
）

木曽署から発表の様子

中
部
森
林
管
理
局
と

　
森
林
総
合
研
究
所
等
が

　
　
技
術
交
流
会
を
開
催
、

�

関
係
者
相
互
の
知
見
や
認
識
を
共
有
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［
岐
阜
署
揖
斐
森
林
事
務
所
］

�

首
席
森
林
官
　
村
井
千
秋

　

揖
斐
森
林
事
務
所
は
、
岐
阜
県
揖
斐
川
町
に

所
在
し
て
お
り
、
県
の
南
西
部
に
あ
た
る
揖
斐

川
流
域
を
管
轄
し
、
国
有
林
野
九
、九
六
〇
㌶
、

官
行
造
林
地
四
五
〇
㌶
を
森
林
官
、
行
政
専
門

員
、
非
常
勤
職
員
の
三
名
で
管
理
し
て
い
ま

す
。

　

管
内
の
国
有
林
は
、
県
内
西
濃
地
方
を
代
表

す
る
山
の
一
つ
で
あ
る
能
郷
白
山
や
、
夜
叉
ケ

池
（
池
は
福
井
署
管
内
）
登
山
へ
の
岐
阜
県
側

の
登
山
口
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
景
観
に
優
れ

た
森
林
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
里
に
近
い
国
有

林
で
は
人
工
林
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
を
中
心
と
し
た

木
材
生
産
、
森
林
育
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
急
傾
斜
地
で
崩
壊
の
恐
れ
が
多
い
こ

の
地
域
で
は
、
岐
阜
西
部
治
山
事
業
所
に
よ
り

多
く
の
治
山
事
業
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

能
郷
白
山
に
つ
い
て
は
、
白
山
開
山
一
、

三
〇
〇
年
を
迎
え
た
こ
と
に
あ
わ
せ
、
本
巣
市

を
は
じ
め
地
元

の
各
機
関
で
多

く
の
記
念
行
事

等
が
計
画
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ

を
訪
れ
る
観
光

客
の
増
大
が
見

込
ま
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
対

応
す
る
た
め
、
森
林
事
務
所
も
登
山
道
整
備
等

の
相
談
等
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
揖
斐
川
町
で
は
、
町
内
の
樫
原
谷
地

区
に
お
い
て
、
岐
阜
県
揖
斐
農
林
事
務
所
、
揖

斐
川
町
、
池
田
町
、
森
林
整
備
セ
ン
タ
ー
、
樫

原
谷
林
野
組
合
、
株
式
会
社
岐
阜
緑
地
、
揖
斐

郡
森
林
組
合
と
の
「
樫
原
谷
地
区
森
林
整
備
推

進
協
定
」
の
締
結
に
向
け
て
取
り
組
み
を
進
め

て
い
ま
す
（
二
月
十
五
日
調
印
予
定
）。
こ
れ

に
よ
り
、
民
有
林
、
国
有
林
が
連
携
し
た
林
業

経
営
が
現
実
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
、
森
林
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

は
、
国
有
林
林
道
か
ら
森
林
整
備
セ
ン
タ
ー
が

管
理
す
る
森
林
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
林
業
専
用
道

の
開
設
に
向
け
た
計
画
が
実
現
す
れ
ば
、
利
用

期
を
迎
え
た
森
林
の
間
伐
が
図
れ
る
と
し
て
大

い
に
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
、
こ
の
地
域
を
管
轄
す

る
う
え
で
一
番
の
問
題
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
獣
害

で
す
。
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
植

栽
直
後
か
ら
、
利
用
で
き
る

径
級
の
も
の
ま
で
の
食
害
、

樹
皮
剥
ぎ
に
よ
り
多
く
の
被

害
が
出
て
い
ま
す
。
揖
斐
川

森
林
計
画
区
は
特
に
ニ
ホ
ン

ジ
カ
の
森
林
被
害
が
著
し
い

地
区
と
し
て
「
シ
カ
に
よ
る
森
林
被
害
緊
急
対

策
事
業
（
全
国
で
八
箇
所
）
」
が
行
わ
れ
て
お

り
、
生
息
調
査
を
は
じ
め
と
す
る
対
策
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

森
林
事
務
所
に
お
い
て
も
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
イ

ノ
シ
シ
等
の
獣
害
被
害
拡
大
を
防
止
す
る
た

め
、
職
員
に
よ
る
捕
獲
を
進
め
て
お
り
、
今
年

度
も
多
く
の
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲

を
行
い
、
国
有
林
の
下
流
地
域
で
お
茶
畑
を
営

ん
で
い
る
農
家
の
方
々
か
ら
感
謝
さ
れ
る
と
と

も
に
「
も
っ
と
捕
っ
て
欲
し
い
」
と
の
要
望
も

出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

捕
獲
作
業
は
動
物
の
命
を
奪
う
仕
事
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
経
験
が
無
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

心
理
的
な
抵
抗
感
が
あ
り
ま
す
が
、
森
林
を
育

て
る
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
適
切
な
獣
害
対
策
を
行
い
な
が
ら
森

林
を
守
り
育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
一
本
一
本
の
木
に
対
す
る
気
持

ち
を
持
っ
て
、
大
切
に
森
林
を
守
り
育
て
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「能郷白山」山頂

食害状況と忌避剤散布の確認

くくり罠に掛かったニホンジカ はこ罠に掛かったニホンジカ職員一同（左が筆者）

龍神伝説の「夜叉ケ池」

シ
リ
ー
ズ

﹁
森
林
官
等
か
ら
の
便
り
﹂

樫
原
谷
地
区
、
岐
阜
の
マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ
天
空
の

展
望
台
よ
り
（
後
方
は
揖
斐
平
野
）
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時
の
人
々
の
動
態
や
交
流
、
徒
歩
に
頼
っ
た
時

代
の
遠
方
と
の
結
び
つ
き
な
ど
黒
曜
石
が
流
通

し
て
い
た
頃
の
社
会
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
試

み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

星
ヶ
塔
遺
跡
は
、
霧
ヶ
峰
山
塊
の
北
西
部
に

あ
る
星
ヶ
塔
山
の
東
斜
面
の
標
高
一
、五
〇
〇

㍍
の
林
内
に
広
が
る
縄
文
時
代
の
黒
曜
石
採
掘

遺
跡
で
す
。
現
在
ま
で
の
調
査
で
は
、
約

三
五
、〇
〇
〇
平
方
㍍
の
範
囲
に
縄
文
時
代
の

黒
曜
石
採
掘
跡
が
一
九
三
か
所
分
布
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査

に
よ
り
縄
文
時
代
前
期
（
約
五
七
〇
〇
年
前
）

と
晩
期
（
約
三
〇
〇
〇
年
前
）
の
黒
曜
石
採
掘

抗
が
発
見
さ
れ
、
長
期
間
に
わ
た
る
黒
曜
石
採

掘
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

星
ヶ
塔
遺
跡
の
黒
曜
石
は
、
理
化
学
的
産
地

分
析
に
よ
り
東
北
か
ら
東
海
地
方
ま
で
の
極
め

て
広
い
範
囲
に
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
星
ヶ
塔
遺
跡
は
、
縄
文
時
代
の

資
源
開
発
と
流
通
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重

要
な
遺
跡
と
し
て
、
平
成
二
十
七
年
三
月
に
国

史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

星
ヶ
塔
遺
跡
に
つい
て
、
史
跡
を
管
理
す
る
地

　

国
指
定
遺
跡 

星
ヶ
塔
黒
曜
石
原
産
地
遺
跡

（
以
下
星
ヶ
塔
遺
跡
）
は
、
南
信
森
林
管
理
署

管
内
の
東
俣
国
有
林
内
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

　

付
近
は
本
州
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
り
、
ガ
ラ
ス

質
火
山
岩
「
黒
曜
石
」
の
原
産
地
が
数
多
く
存

在
す
る
地
域
と
し
て
知
ら
れ
、
本
州
最
大
の
黒

曜
石
原
産
地
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

黒
曜
石
は
、
打
ち
割
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易

に
鋭
い
刃
を
持
つ
欠
片
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
、
細
か
な
打
ち
割
り
に
よ
る
加
工
を
加
え

る
こ
と
で
様
々
な
形
に
変
形
す
る
こ
と
が
可
能

な
こ
と
か
ら
石
器
時
代
の
石
器
の
原
料
と
し
て

広
く
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

　

黒
曜
石
は
、
遠
隔
地
ま
で
流
通
さ
れ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
お
り
、
黒
曜
石
を
持
ち
運
ん
だ
当

方
公
共
団
体
と
し
て
下
諏
訪
町
が
指
定
さ
れ
、

管
理
、
運
営
及
び
活
用
等
を
図
る
た
め
、
遺
跡

を
中
心
に
周
辺
約
三
㌶
の
国
有
林
を
下
諏
訪
町

か
ら
の
申
請
を
受
け
て
貸
付
け
し
て
い
ま
す
。

　

自
家
用
車
等
で
の
入
山
が
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
希
望
者
向
け
に
下
諏
訪
町
教
育
委
員
会
が

開
催
す
る
見
学
会
等
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
九
日
に
開

館
し
た
下
諏
訪
町
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で

は
、
諏
訪
地
方
で
発
掘
さ
れ
た
黒
曜
石
や
土
器

の
展
示
の
ほ
か
、
星
ヶ
塔
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た

黒
曜
石
発
掘
抗
を
忠
実
に
再
現
し
た
ジ
オ
ラ
マ

が
あ
り
、
訪
れ
る
人
々
の
目
を
引
い
て
い
ま

す
。

◆
星
ヶ
塔
の
由
来

　

星
ヶ
塔
遺
跡
を
訪
れ
る
と
カ
ラ
マ
ツ
三
十
九
年

生
の
林
内
に
点
在
す
る
黒
曜
石
採
掘
跡
地
か
ら

古
代
の
人
々
が
打
ち
割
っ
た
と
思
わ
れ
る
黒
曜
石

の
細
か
な
欠
片
が
無
数
に
確
認
で
き
ま
す
。
晴

れ
の
日
は
、
日
の
光
を
反
射
し
、
雨
の
日
は
黒
光

り
が
増
し
、
夜
は
月
光
り
や
懐
中
電
灯
の
光
を

受
け
て
幻
想
的
な
輝
き
を
放
ち
ま
す
。

　

星
ヶ
塔
遺
跡
を
発
見
し
た
鳥
居
龍
蔵
に
よ
れ

ば
、
星
ヶ
塔
は
も
と
も
と
「
ホ
シ
ノ
ト
ウ
ゲ
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
星
ヶ
塔
遺
跡
の

東
側
は
、
鷲
ヶ
峰
の
山
裾
と
星
ヶ
塔
山
の
間
の

へ
こ
ん
だ
部
分
で
あ
り
、
山
道
の
峠
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
峠
に
「
ホ
シ
」
が
あ
る
こ
と
か

ら
ホ
シ
ノ
ト
ウ
ゲ
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
昔
の
人
々
は
黒
曜
石
の
こ
と
を
夜
空
に
輝

く
星
の
か
け
ら
と
考
え
「
ホ
シ
ク
ソ
」
と
呼
ん

で
お
り
、
そ
の
ホ
シ
ク
ソ
が
峠
道
に
た
く
さ
ん

あ
る
こ
と
か
ら
「
ホ
シ
ノ
ト
ウ
ゲ
」
と
い
う
地

名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
の
ち
に
そ
れ
が
ホ
シ

ノ
ト
ウ
、
そ
し
て
「
ホ
シ
ガ
ト
ウ
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
漢
字
が
当
て
ら
れ
、

現
在
の
「
星
ヶ
塔
」
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で

す
。

問
合
せ
先
　
下
諏
訪
町
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

電
話
【
０
２
６
６（
２
７
）１
８
０
０
】

星ヶ塔遺跡の黒曜石発掘抗

縄文人が掘り出した黒曜石

下諏訪町埋蔵文化財センターのジオラマ

星ヶ塔周辺の遠望


