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戦
後
、
大
量
に
植
林
さ
れ
た
樹
木
が

成
長
し
、
資
源
と
し
て
見
直
さ
れ
て
い
る

今
、
「
育
て
る
時
代
か
ら
使
う
時
代
へ
」

と
い
う
発
想
で
日
本
の
林
業
を
新
た
に
構

築
し
な
お
そ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
。
持

続
可
能
な
産
業
と
し
て
の
林
業
を
ど
う
育

て
て
い
く
の
か
、
生
産
と
消
費
の
現
場
を

広
く
見
な
が
ら
、
日
本
の
林
業
政
策
を
方

向
づ
け
て
き
た
林
野
庁
森
林
整
備
部
長
の

本
郷
浩
二
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

「
木
づ
か
い
」
が

求
め
ら
れ
る
日
本
の
森

―
ま
ず
は
、
世
界
有
数
の
森
林
国
で
あ
る

日
本
の
森
の
特
徴
を
う
か
が
え
ま
す
か
？

本
郷　
亜
高
山
帯
か
ら
亜
熱
帯
ま
で
の
森

林
植
生
の
多
様
性
と
、
氷
河
に
覆
わ
れ
な

か
っ
た
た
め
の
種
の
多
様
性
は
、
世
界
に

も
誇
れ
る
点
で
す
ね
。

　

最
も
特
徴
的
な
の
は
、
人
口
が
多
か
っ

た
た
め
、
北
海
道
を
除
い
て
基
本
的
に
平

地
は
居
住
地
や
農
地
と
な
り
、
森
林
は
山

地
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
逆

に
、
そ
の
お
か
げ
で
国
土
の
３
分
の
２
が

い
ま
だ
森
林
に
覆
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

森
林
が
人
間
の
生
活
圏
と
は
っ
き
り
区
分

け
さ
れ
た
環
境
は
、
も
の
の
け
姫
の
世
界

観
と
い
い
ま
す
か
、
日
本
人
が
森
や
山
に

抱
く
宗
教
観
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
ね
。
地

形
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
す
。

　
日
本
文
化
と
し
て
代
表
さ
れ
る
京
、
大

坂
、
江
戸
な
ど
の
都
市
文
化
は
、
花
鳥
風

月
は
愛
で
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ド
イ

ツ
な
ど
の
外
国
の
よ
う
に
森
に
親
し
む
文

化
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

―
そ
の
日
本
の
森
は
、
今
、
ど
の
よ
う
な

状
況
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

本
郷　
今
、
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
わ
っ

て
い
る
の
が
人
工
林
の
状
況
で
す
。
戦

後
、
昭
和
20
年
代
後
半
か
ら
30
年
代
に
か

け
て
大
量
に
植
林
さ
れ
た
樹
木
が
、
よ
う

や
く
木
材
と
し
て
使
え
る
時
期
に
な
っ
て

き
た
ん
で
す
ね
。
昔
か
ら
自
分
の
山
で
生

業
と
し
て
林
業
を
続
け
て
き
た
人
は
別
で

す
が
、
植
林
し
た
だ
け
で
樹
木
を
使
う
こ

と
な
く
今
に
至
っ
た
森
林
所
有
者
は
、
こ

れ
ま
で
50
～
60
年
間
、
木
材
収
入
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
初
め
て
収
入
に

な
る
時
期
に
入
っ
た
と
い
う
の
が
、
一
番

の
変
化
で
し
ょ
う
。

―
『
平
成
26
年
度
版 
森
林
・
林
業
白
書
』

を
見
る
と
「
木
を
育
て
る
時
代
か
ら
使
う

時
代
へ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

私
た
ち
は
長
年
「
森
は
守
る
も
の
」
と
考

え
て
き
て
「
木
材
を
利
用
す
る
」
と
い
う

発
想
が
な
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。

本
郷　
現
在
、
も
っ
と
も
重
要
な
施
策
は

人
工
林
の
「
間
伐
」
で
す
。
成
長
に
応
じ

て
一
部
の
植
栽
木
を
伐
採
し
、
立
木
密
度

を
調
整
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
し
な
い

と
林
に
太
陽
光
が
十
分
に
入
ら
ず
、
表
土

が
流
出
し
て
し
ま
う
し
、
風
雪
害
に
も
脆

弱
な
ん
で
す
ね
。
20
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、

間
伐
す
る
と
自
然
破
壊
だ
と
誤
解
さ
れ

ま
し
た
が
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
方
に
間

伐
の
必
要
性
を
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
「
主
伐
」
に
つ
い
て
は
、
「
木

は
切
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
思
う
方
が
、

ま
だ
と
て
も
多
い
。
林
業
に
こ
れ
か
ら

必
要
な
の
は
、
木
を
切
っ
て
利
用
し
、

も
う
一
度
、
苗
木
を
植
え
る
こ
と
で
す
。

樹
齢
50
年
で
も
１
０
０
年
で
も
、
ど
こ
か

の
時
点
で
主
伐
し
て
、
森
の
木
々
を
循

環
さ
せ
る
こ
と
が
林
業
の
持
続
性
に
繋

が
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
木
材
の
需

要
を
大
き
く
す
る
、
使
っ
て
も
ら
う
「
木

づ
か
い
」
の
施
策
が
重
要
で
す
。

■ 特集：待ったなし、日本の森

木を切り、木を使い、木を育てる
―持続可能な林業をめざして
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―
今
、
日
本
の
樹
木
は
ど
の
よ
う
に
利
用

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

本
郷　

樹
木
は
育
つ
ま
で
に
と
に
か
く

時
間
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の
間
に
、
か
つ

て
は
木
材
を
使
っ
て
い
た
現
場
が
、
ア
ル

ミ
や
ス
チ
ー
ル
な
ど
他
の
素
材
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
た
と
え
ば
昔
、
建
築
現
場
で
使
う
足
場

は
樹
齢
20
年
ほ
ど
の
細
い
丸
太
で
し
た
。

も
う
少
し
太
い
の
は
電
信
柱
に
使
い
ま
し

た
。
現
在
、
そ
う
し
た
用
途
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
、
主
伐
で
利
用
す
る
よ
う
な

建
築
材
と
し
て
の
需
要
し
か
な
い
、
と
い

う
と
こ
ろ
に
き
て
い
る
の
で
す
。

　―
建
築
材
と
し
て
日
本
の
樹
木
は
高
価
な

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
は
ど
う

な
の
で
し
ょ
う
か
。

本
郷　
世
界
の
人
口
は
増
え
て
い
て
、
燃

料
と
し
て
使
わ
れ
る
木
材
の
需
要
は
爆
発

的
に
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
建
築
用
材

な
ど
は
決
し
て
増
え
て
い
な
い
。
ド
バ
イ

の
よ
う
な
中
近
東
で
の
需
要
は
あ
る
も
の

の
、
木
材
が
逼
迫
す
る
よ
う
な
状
況
で
は

な
い
で
す
し
、
価
格
が
上
が
る
よ
う
な

ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
他
の
素
材
を
使

う
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
、

国
内
の
木
材
価
格
は
右
肩
下
が
り
で
推
移

し
て
、
国
際
価
格
と
比
較
し
て
安
定
し
た

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
か
ら
、
今
後
も
上
が
る
見
込
み
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
林
業
経
営

に
必
要
な
人
件
費
は
上
が
っ
て
い
る
の

で
、
経
営
的
な
観
点
で
見
れ
ば
、
木
材
の

値
段
は
昔
に
比
べ
て
非
常
に
安
く
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
す
。

林
業
に
就
労
す
る

若
者
た
ち
が
増
え
て
い
る

―
価
格
が
上
が
ら
な
け
れ
ば
、
コ
ス
ト
ダ

ウ
ン
で
生
産
性
を
上
げ
る
方
法
が
あ
り

ま
す
ね
。

本
郷　
そ
う
で
す
ね
。
山
か
ら
木
材
を
搬

出
す
る
コ
ス
ト
、
製
材
や
流
通
の
コ
ス
ト

を
ダ
ウ
ン
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
も
林

業
政
策
の
ひ
と
つ
の
柱
で
す
。
今
、
日
本

で
は
一
人
あ
た
り
一
日
平
均
３
立
方
メ
ー

ト
ル
し
か
生
産
で
き
ま
せ
ん
が
、
北
欧
や

ド
イ
ツ
で
は
何
十
立
方
メ
ー
ト
ル
で
す
。

丸
太
の
生
産
性
か
ら
す
る
と
10
倍
く
ら
い

違
う
。
こ
の
違
い
は
、
欧
州
な
ど
と
比
べ

る
と
、
日
本
の
山
は
斜
面
が
急
で
林
道
の

数
が
少
な
い
こ
と
が
大
き
な
要
因
な
の
で

す
。

　
所
有
権
で
細
分
化
し
た
森
林
を
一
括
し

て
、
事
業
を
集
約
化
す
る
こ
と
も
必
要
で

す
。
ま
た
、
一
年
中
植
林
が
で
き
る
コ
ン

テ
ナ
苗
や
高
性
能
の
林
業
機
械
な
ど
を

使
っ
て
、
林
業
の
作
業
の
効
率
化
を
図
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
で
も
、
輸

■ 特集：待ったなし、日本の森

資料：林野庁（2013）森林整備事業のあらまし（平成 25 年度版）、一般社団法人全国改良普及協会：9．

森林整備のサイクルの例（育成単層林の場合）
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入
材
と
の
競
争
を
克
服
で
き
る
よ
う
、
品

質
ア
ッ
プ
と
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
の
工
夫
を
お

願
い
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

―
林
業
の
現
状
が
厳
し
い
一
方
、
都
会

の
青
年
が
林
業
に
目
覚
め
る
映
画
「
ウ
ッ

ジ
ョ
ブ
！
」
や
「
林
業
女
子
会
」
が
各
地

に
で
き
る
な
ど
、
最
近
は
林
業
に
注
目
が

集
ま
っ
て
い
る
気
も
し
ま
す
が
。

本
郷　
今
、
よ
う
や
く
利
用
で
き
る
樹
木

が
増
え
、
木
を
伐
採
し
、
お
金
に
変
え
る

こ
と
が
で
き
る
状
況
に
な
っ
て
き
た
の

で
す
ね
。
そ
こ
に
は
、
補
助
金
で
植
林
し

て
間
伐
す
る
の
で
は
得
ら
れ
な
い
達
成

感
が
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
産
業
と
し
て

注
目
さ
れ
始
め
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

２
０
０
３
年
度
か
ら
林
野
庁
が
始
め

た
「
緑
の
雇
用
」
事
業
で
、
若
手
の

新
規
就
業
者
を
確
保
し
育
成
し
た
結

果
、
こ
の
10
年
間
で
新
規
就
業
者
が
約

３
万
４
０
０
０
人
も
増
え
て
い
ま
す
。
ス

ト
レ
ス
の
多
い
都
会
の
仕
事
で
は
な
く
、

自
然
の
な
か
で
働
き
た
い
と
い
う
欲
求

も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
東
京
で
年
収

一
千
万
円
稼
い
で
い
た
シ
ス
テ
ム
エ
ン

ジ
ニ
ア
の
人
が
林
業
に
転
職
し
た
と
い

う
例
も
あ
る
ん
で
す
よ
。

本
郷　
ど
ん
な
も
の
で
も
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
や
鉄
、
ア
ル
ミ
な
ど
を
使
っ
て
い
る

部
分
を
、
も
う
一
度
木
に
戻
し
て
く
れ

た
ら
、
と
思
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
家
具

メ
ー
カ
ー
さ
ん
に
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
材
を

使
っ
て
い
た
だ
く
。
特
に
一
番
お
願
い
し

た
い
の
が
、
オ
フ
ィ
ス
の
木
質
化
で
す
。

家
の
構
造
材
に
使
う
だ
け
で
な
く
、
内
装

や
家
具
で
も
木
材
の
利
用
が
広
が
れ
ば

と
。
壁
の
腰
板
、
家
具
、
床
な
ど
に
木
を

使
う
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
だ
け
な

い
か
、
と
い
う
の
が
切
な
る
願
い
で
す
。

―
林
野
庁
の
庁
内
は
、
壁
や
家
具
、
案
内

サ
イ
ン
に
木
材
が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て

い
て
、
と
て
も
温
か
み
が
あ
り
ま
す
ね
。

本
郷　
木
の
香
り
成
分
に
は
心
身
を
リ

ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
効
果
や
抗
菌
作
用
が

あ
り
ま
す
。
校
舎
に
木
を
使
う
と
、
子
ど

も
た
ち
の
集
中
力
が
高
ま
り
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
で
休
む
子
ど
も
も
減
り
ま
す
。

こ
れ
は
統
計
的
な
数
値
が
で
て
い
て
効

果
が
明
ら
か
な
ん
で
す
ね
。
校
舎
を
社
屋

に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
仕
事
の
作
業

効
率
が
ア
ッ
プ
し
、
病
気
で
休
む
社
員

が
減
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
わ
け
で
す
。

休
憩
室
や
ロ
ビ
ー
、
食
堂
な
ど
リ
ラ
ッ

―
お
金
に
は
代
え
ら
れ
な
い
魅
力
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
、
目

先
の
利
益
ば
か
り
気
に
す
る
の
で
は
な
く
、

長
い
時
間
を
か
け
て
仕
事
を
成
し
遂
げ
る

林
業
な
ら
で
は
の
魅
力
は
あ
り
ま
す
ね
。

本
郷　
幸
い
35
歳
未
満
の
若
年
者
率
も

ア
ッ
プ
し
て
、
労
働
力
の
高
齢
化
に
歯
止

め
が
か
か
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
た
だ
悩

み
も
あ
っ
て
、
平
均
年
収
が
３
０
０
万
円

に
届
か
な
い
の
で
す
。
こ
れ
で
親
子
４
人

が
暮
ら
す
の
は
難
し
い
。
な
ん
と
か
労
働

生
産
性
ア
ッ
プ
と
丸
太
を
高
く
売
る
工

夫
を
こ
ら
し
て
、
年
収
５
０
０
万
円
く
ら

い
を
目
指
し
た
い
で
す
。

オ
フ
ィ
ス
の
木
質
化
が

Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
な
る

―
消
費
者
が
木
材
を
た
く
さ
ん
利
用
し

て
、
林
業
の
活
性
化
を
お
手
伝
い
す
る
こ

と
も
で
き
そ
う
で
す
ね
。

本
郷　

世
論
調
査
を
す
る
と
、
家
を
新

築
し
た
い
人
の
８
割
か
ら
９
割
が
木
造

を
希
望
し
て
い
る
も
の
の
、
80
万
か
ら

90
万
戸
と
い
わ
れ
て
い
る
新
築
住
宅
で

木
造
は
４
割
ほ
ど
。
こ
の
理
想
と
現
実
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
少
し
で
も
小
さ
く
し
た
い

で
す
ね
。
実
際
に
山
で
伐
採
現
場
を
見

て
「
こ
の
木
が
う
ち
の
大
黒
柱
に
な
る
」

と
い
う
見
学
ツ
ア
ー
を
行
っ
て
い
る
工

務
店
さ
ん
も
あ
り
ま
す
し
、
耐
火
集
成
材

で
中
高
層
建
築
物
を
建
て
る
と
い
う
技

術
開
発
も
進
ん
で
い
ま
す
。
希
望
す
る
人

が
木
造
の
家
を
建
て
ら
れ
る
よ
う
丁
寧

に
情
報
提
供
を
行
い
、
流
通
を
改
善
す
れ

ば
、
町
場
の
消
費
者
と
地
域
の
木
材
の
繋

が
り
を
太
く
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

―
今
後
は
新
築
だ
け
で
な
く
、
リ
フ
ォ
ー

ム
需
要
も
大
き
く
な
り
そ
う
で
す
ね
。

本
郷　
地
域
産
材
の
入
手
方
法
な
ど
を

工
務
店
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
い
、
お
客

様
に
「
地
域
産
材
で
は
ど
う
で
す
か
？
」

と
提
案
し
て
も
ら
う
。
木
材
流
通
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
つ
く
る
支
援
を
し
て
い
き
た

い
で
す
ね
。
今
ま
で
国
産
材
を
使
っ
て

こ
な
か
っ
た
方
に
使
っ
て
も
ら
う
の
が
、

新
た
な
需
要
の
掘
り
起
こ
し
な
の
で
。

―
今
、
多
く
の
企
業
が
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
し
て
植

林
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
今
後

は
「
国
産
材
使
用
」
と
い
う
形
で
も
社
会

貢
献
が
で
き
そ
う
で
す
。

■ 特集：待ったなし、日本の森
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ク
ス
効
果
が
求
め
ら
れ
る
場
所
に
木
材
を

使
っ
て
い
た
だ
く
と
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き

て
、
労
働
生
産
性
も
上
が
る
で
し
ょ
う
。

―
防
火
上
の
問
題
は
大
丈
夫
で
す
か
？

本
郷　
内
装
で
使
う
分
に
は
、
建
築
基
準

法
を
守
れ
ば
大
丈
夫
で
す
。
学
校
、
オ

フ
ィ
ス
だ
け
で
な
く
、
店
舗
内
装
を
木
造

で
と
い
う
お
願
い
を
し
て
い
て
、
す
で
に

高
知
、
宮
﨑
、
秋
田
な
ど
で
は
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
内
装
に
使
っ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
東
京
で
は
ス
ー
プ
専
門
の

チ
ェ
ー
ン
店
「Soup Stock Tokyo

」

が
、
多
数
の
店
舗
で
国
産
材
を
内
装
に
使

用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

木
を
使
う
こ
と
で

地
域
社
会
を
活
性
化
す
る

―
今
後
の
林
業
活
性
化
の
た
め
、
個
人
に

期
待
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

本
郷　
山
を
所
有
し
て
い
る
方
に
は
、
自

分
の
山
を
し
っ
か
り
と
管
理
し
て
い
た
だ

き
た
い
ん
で
す
。
農
業
な
ら
耕
作
放
棄
地

と
い
い
ま
す
が
、
林
業
だ
と
放
置
林
と
い

う
言
葉
が
あ
っ
て
、
何
十
年
も
人
の
手
が

入
っ
て
い
な
い
森
林
が
あ
り
ま
す
。
遠
く

か
ら
見
る
と
緑
色
で
気
が
つ
か
な
い
の
で

す
が
、
実
情
は
「
も
や
し
林
」
で
す
。
樹

木
は
細
く
て
、
真
っ
暗
で
不
健
康
な
山
に

な
っ
て
い
る
。
間
伐
が
必
要
で
す
か
ら
、

ぜ
ひ
手
入
れ
を
し
て
ほ
し
い
で
す
。

―
自
然
が
身
近
で
な
い
都
会
住
ま
い
の
人

ほ
ど
、
木
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
大
切
に

思
え
ま
す
ね
。

本
郷　
今
年
、
九
州
大
学
で
あ
る
実
験
を

し
ま
し
た
。
木
で
内
装
を
施
し
た
部
屋

と
、
木
目
を
プ
リ
ン
ト
し
た
ビ
ニ
ー
ル
ク

ロ
ス
を
貼
っ
た
部
屋
を
用
意
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
学
生
た
ち
に
生
活
し
て
も
ら
い
、
さ

ま
ざ
ま
な
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
明
ら
か
に
木
の
内
装
の
部
屋
の
方
が

疲
労
回
復
度
な
ど
も
よ
か
っ
た
の
で
す

が
、
学
生
の
主
観
で
は
ビ
ニ
ー
ル
ク
ロ
ス

貼
り
の
方
が
評
価
が
高
い
。
「
木
の
に
お

い
が
臭
く
て
イ
ヤ
だ
」
と
い
う
の
で
す
。

木
の
家
に
住
ん
だ
こ
と
の
な
い
若
者
が
多

く
、
無
臭
空
間
で
生
活
し
て
い
る
の
で
、

違
和
感
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

―
親
世
代
が
、
す
で
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
住

宅
で
の
生
活
し
か
知
ら
な
い
場
合
も
多
い

で
し
ょ
う
ね
。

本
郷　
幼
稚
園
入
園
前
く
ら
い
の
子
ど
も

た
ち
を
、
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
の
お
が
く
ず
の

な
か
で
遊
ば
せ
る
と
、
い
い
香
り
が
す
る

と
い
っ
て
喜
ぶ
ん
で
す
。
そ
う
い
う
経
験

を
し
な
い
で
育
つ
と
、
「
木
が
臭
い
」
と

い
う
感
覚
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら

親
御
さ
ん
と
も
ど
も
、
で
き
る
だ
け
木
と

触
れ
あ
う
機
会
を
増
や
し
て
、
木
の
良
い

と
こ
ろ
を
伝
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

―
建
築
材
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
木
を
生
活
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
の
も

い
い
で
す
ね
。
木
の
家
具
、
木
の
小
物
類

…
暮
ら
し
の
潤
い
に
な
り
ま
す
。

本
郷　
そ
う
で
す
ね
。
建
築
材
に
こ
だ

わ
り
す
ぎ
ず
、
工
芸
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用

途
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
飛
騨
高
山
の
組く

み
こ子

の
例
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
伝
統
的
な
工

芸
と
連
携
、
協
働
し
て
需
要
を
拡
大
す
る

こ
と
も
大
切
で
す
。
地
域
で
そ
う
し
た
技

術
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
が
若
者
に
伝
承

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地
域
活
性
に
も

な
り
ま
す
。
価
格
が
ど
ん
ど
ん
あ
が
る
石

油
で
つ
く
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
だ
け
で
は
な

く
、
少
し
ず
つ
で
も
地
域
の
木
材
を
使
え

ば
日
本
国
内
で
お
金
が
循
環
し
、
経
済
も

活
性
化
し
ま
す
。
す
る
と
人
々
の
生
活
が

維
持
さ
れ
、
地
域
が
豊
か
に
な
っ
て
い

く
。
そ
ん
な
よ
い
循
環
を
実
現
で
き
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

―
「
木
づ
か
い
」
で
暮
ら
し
も
地
域
も
豊

か
に
と
い
う
の
は
、
素
敵
な
発
想
で
す

ね
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー   　
若
林 

朋
子   

 【
２
０
１
４
年
８
月
29
日 

林
野
庁
に
て
】
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