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［
指
導
普
及
課
］
平
成
十
九
年
度
の
新
企
画
と

し
て
、
六
月
十
七
日
、
家
族
で
森
林
や
自
然
に

親
し
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
、
飯
山
市
関
田
山
脈

に
お
い
て
「
親
子
で
楽
し
む
森
林
散
策
」
を
開

催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
自
然
観
察
等
を
楽
し
み

な
が
ら
豊
か
な
自
然
に
親
し
み
学
ん
で
い
た
だ

く
と
と
も
に
国
有
林
野
事
業
の
様
々
な
取
り
組

み
を
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
中
部
森
林
管

理
局
と
林
野
弘
済
会
長
野
支
部
の
共
催
で
小
・

中
学
生
の
子
ど
も
を
持
つ
親
子
を
対
象
に
募
集

し
た
も
の
で
、
県
内
か
ら
十
四
家
族
、
四
十
二

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
素
晴
ら
し
い
晴
天
の
中
、
局
、
北

信
署
、
林
野
弘
済
会
長
野
支
部
、
関
田
ト
レ
イ

ル
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
信
越

ト
レ
イ
ル
ク
ラ
ブ
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
案

内
に
よ
り
、
北
信
署
管
内
の
関
田
峠
を
出
発

し
、
梨
平
峠
を
経
由
し
て
羽
広
山
集
落
ま
で
、

約
四
キ
ロ
㍍
の
コ
ー
ス
を
四
班
に
分
か
れ
新
緑

の
中
、
森
林
散
策
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

歩
道
や
そ
の
周
辺
に
は
、
こ
の
冬
の
積
雪
が

少
な
か
っ
た
た
め
か
残
雪
が
な
く
、
各
イ
ン
ス

ト
ラ
ク
タ
ー
か
ら
、
動
植
物
や
関
田
ト
レ
イ
ル

等
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
親
子
で
ト
レ
イ
ル
カ

ー
ド
の
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
ブ
ナ
林
の
自
然

を
体
感
し
て
い
ま
し
た
。

　

途
中
、
前
日
ま
で
の
雨
の
影
響
で
昆
虫
た
ち

も
た
く
さ
ん
姿
を
現
し
て
お
り
、
体
長
十
セ
ン

チ
を
超
す
大
き
な
ヤ
マ
ナ
メ
ク
ジ
に
も
遭
遇
し

た
り
、
初
め
て
み
る
昆
虫
等
に
、
お
っ
か
な
び

っ
く
り
触
る
シ
ー
ン
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。

　

森
林
散
策
の
終
点
に
当
た
る
羽
広
山
集
落
の

ブ
ナ
林
で
は
、
キ
ツ
ツ
キ
の
ド
ラ
ミ
ン
グ
が
聞

こ
え
る
な
ど
、
日
常
生
活
で
は
あ
ま
り
な
い
貴

重
な
体
験
に
感
動
し
、
イ
ベ
ン
ト
を
終
了
し
ま

し
た
。

　

参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
沢
山
の
昆
虫

が
見
ら
れ
て
十
分
森
林
散
策
が
楽
し
め
た
。」

「
前
日
ま
で
の
雨
が
心
配
で
し
た
が
本
当
に
天

気
が
良
く
散
策
が
十
分
楽
し
め
ま
し
た
。」
な

ど
の
好
評
を
い
た
だ
き
、
楽
し
い
一
日
と
な
り

ま
し
た
。

　 

［
愛
知
所
］
中
部
局
主
催
の
『
森
林
吸
収
源
対

策
会
議
』
を
受
け
て
、
当
所
で
は
七
月
四
日
、

森
林
吸
収
源
対
策
現
地
検
討
会
を
瀬
戸
国
有
林

で
開
催
し
ま
し
た
。

　

当
所
の
場
合
、
森
林
吸
収
源
対
策
の
対
象
と

さ
れ
る
多
く
が
ク
ロ
マ
ツ
・
ア
カ
マ
ツ
等
が
植

栽
さ
れ
た
森
林
で
、
マ
ツ
枯
れ
の
被
害
も
受

け
、
手
入
れ
が
で
き
ず
天
然
林
化
し
て
い
る

森
林
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
森
林
を

今
後
ど
の
よ
う
に
手
入
れ
を
し
て
い
く
か
を

テ
ー
マ
に
現
地
検
討
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

検
討
会
の
対
象
地
と
し
て
、
ク
ロ
マ
ツ

三
十
㌫
、
ア
カ
マ
ツ
五
十
㌫
、
ヒ
ノ
キ
二
十

㌫
が
植
栽
さ
れ
た
林
分
で
、
現
在
は
広
葉
樹

九
五
㌫
、
マ
ツ
類
五
㌫
と
な
っ
て
い
る
森
林

を
見
な
が
ら
今
後
の
対
策
を
話
し
合
い
ま
し

た
。

　

現
実
林
分
は
、
広
葉
樹
九
五
㌫
と
い
う
も

の
の
多
種
多
様
な
樹
種
が
生
育
し
て
お
り
、

単
に
有
用
広
葉
樹
・
植
栽
木
の
み
残
し
て
整

備
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
現

実
林
分
の
配
置
等
を
重
視
し
つ
つ
、
里
山
づ

く
り
的
な
施
業
を
実
施
す
る
こ
と
で
一
定
の

方
向
付
け
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
ま
で
の
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
一
斉
林
の
手
入

れ
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
請
負
業
者
に
ど

の
よ
う
に
作
業
指
示
を
す
る
の
か
等
々
の
意

見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
モ
デ
ル
林
を
示
し
な

が
ら
作
業
を
し
て
も
ら
う
こ
と
等
も
考
え
、

よ
り
事
業
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
よ
う
な
方
向

に
つ
い
て
も
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
検
討
対
象
と
な
っ
た
ア
カ
マ
ツ
等
植

栽
森
林
の
大
部
分
は
、
同
時
に
森
林
と
人
と
の

共
生
林
（
森
林
空
間
利
用
タ
イ
プ
）
風
致
探
勝

ゾ
ー
ン
や
観
察
林
へ
機
能
類
型
が
さ
れ
て
い
る

森
林
で
、
今
後
整
備
が
進
め
ば
、
よ
り
多
く
の

方
々
に
親
し
ん
で
も
ら
え
る
森
林
へ
と
生
ま
れ

変
わ
れ
る
こ
と
が
今
か
ら
楽
し
み
で
す
。

 

［
飛
騨
署
］
七
月
十
一
日
、
飛
騨
市
古
川
町
黒

内
地
内
ふ
く
ろ
洞
支
渓
地
区
に
お
い
て
、
岐
阜

県
飛
騨
農
林
事
務
所
と
特
定
流
域
総
合
治
山
事

業
に
向
け
た
現
地
検
討
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

ふ
く
ろ
洞
支
渓
地
区
は
、
平
成
十
一
年
の

十
六
号
台
風
で
民
有
林
・
国
有
林
と
も
に
大
き

な
被
害
を
受
け
荒
廃
し
た
渓
流
で
、
地
元
か
ら

早
期
の
復
旧
が
要
望
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

当
区
域
は
下
流
部
が
民
有
林
上
流
部
は
国
有

林
と
な
っ
て
お
り
民
・
国
が
緊
密
に
連
携
し
、

一
体
的
か
つ
計
画
的
な
治
山
対
策
を
実
施
す
る

こ
と
で
効
果
的
に
、
ま
た
早
期
の
復
旧
を
目
指

す
も
の
で
す
。

子どもたちに説明をする山下係長

瀬戸国有林での検討会

現地検討会の様子

森
林
吸
収
源
対
策
に
向
け
て
発
進
！

岐
阜
県
と
治
山
事
業
で
民
有
林
連
携

　
　

特
定
流
域
総
合
治
山
事
業
で

現
地
検
討
会
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当
日
は
、
当
署
治
山
課
及
び
農
林
事
務
所
森

林
保
全
課
の
七
名
が
参
加
し
、
小
雨
の
降
る
な

か
、
ふ
く
ろ
洞
支
渓
上
流
部
の
民
有
林
・
国
有

林
の
現
地
確
認
を
す
る
な
ど
、
よ
り
効
果
的
な

治
山
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て

の
活
発
な
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　

意
見
交
換
で
は
、
こ
う
い
っ
た
事
業
の
検
討

の
外
に
技
術
的
課
題
等
に
つ
い
て
も
積
極
的
に

連
絡
調
整
を
図
り
な
が
ら
飛
騨
地
域
に
お
け
る

治
山
事
業
を
通
し
た
「
美
し
い
森
林
づ
く
り
」

に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
話
し
合
い
ま
し

た
。

 

［
名
古
屋
事
務
所
］
名
古
屋
事
務
所
で
は
五
月

の
上
旬
か
ら
六
月
中
旬
に
か
け
、
定
光
寺
自
然

休
養
林
内
に
お
い
て
瀬
戸
市
内
及
び
名
古
屋
市

内
の
小
学
校
十
五
校
に
対
し
森
林
教
室
を
行
い

ま
し
た
。

　

学
校
か
ら
の
森
林
教
室
の
要
請
も
年
々
増

え
、
今
年
度
は
五
年
生
を
中
心
に
千
名
を
超
え

る
小
学
生
が
森
林
教
室
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

実
施
内
容
は
学
校
の
要
望
に
よ
り
異
な
り
ま

す
が
、

一�

、
尾
張
森
林
官
に
よ
る
自
作
の
イ
ラ
ス
ト
や

模
型
等
を
使
っ
た
「
森
林
の
働
き
や
大
切

さ
」
の
講
話
。

二�

、
指
導
普
及
グ
ル
ー
プ
の
女
性
職
員
に
よ
る

「
森
林
か
ら
の
贈
り
物
」
を
テ
ー
マ
と
し
た

紙
芝
居
。

三�

、
土
を
踏
み
し
め
、
木
に
触
れ
な
が
ら
樹
木

の
勉
強
や
森
林
の
機
能
に
つ
い
て
学
ぶ
森
林

散
策
。

四�

、
ヒ
ノ
キ
の
間
伐
材
を
利
用
し
た
木
工
ク
ラ

フ
ト
や
丸
太
切
り
体
験
。

五�

、
自
然
の
も
の
を
題
材
に
「
木
の
葉
の
カ
ル

タ
取
り
」
や
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ビ
ン
ゴ
」
な
ど

の
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
。

六�

、
ド
ン
グ
リ
や
、
木
の
実
を
使
っ
た
鑑
賞
炭

づ
く
り
や
、
割
り
箸
で
の
炭
づ
く
り
。

　

な
ど
の
内
容
で
生
徒
が
親
し
み
や
す
く
楽
し

く
学
ん
で
も
ら
え
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
ま
で
、
森
林
教
室
に
参
加
し
た
生
徒
か

ら
は
「
森
林
の
大
切
さ
が
分
か
っ
た
。」、「
自

然
を
守
っ
て
い
き
た
い
。」、「
木
の
良
さ
が
分

か
っ
た
。」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
、
森
林

と
ふ
れ
あ
う
こ
と
に
よ
り
、
少
し
で
も
自
然
や

森
林
に
関
心
や
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
幸

い
と
感
じ
ま
し
た
。

［
名
古
屋
事
務
所
］
六
月
二
日
、
第
二
回
森
林

ふ
れ
あ
い
講
座
「
名
古
屋
城
本
丸
御
殿
伐
採
跡

地
と
木
曽
ヒ
ノ
キ
備
林
を
散
策
し
よ
う
」
を
名

古
屋
市
の
熱
田
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
と
共
催
で

開
催
し
、
抽
選
で
選
ば
れ
た
二
十
名
が
参
加
し

ま
し
た
。

　

当
日
は
、
東
濃
署
の
笹
岡
署
長
の
案
内
に
よ

り
木
曽
ヒ
ノ
キ
備
林
の
歴
史
や
斧
を
使
っ
た
古

来
か
ら
の
伝
統
的
な
伐
採
方
法
「
三
ッ
紐
切

り
」
の
説
明
な
ど
を
受
け
な
が
ら
、
伊
勢
神
宮

の
式
年
遷
宮
、
名
古
屋
城
本
丸
御
殿
用
資
材
の

伐
採
跡
地
な
ど
を
見
学
し
ま
し
た
。

　

普
段
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
雄
大
な
天

然
林
と
、
ヒ
ノ
キ
の
香
し
い
森
林
の
な
か
で
気

持
ち
の
良
い
一
日
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
六
月
十
六
日
に
は
、
第
三
回
森
林
ふ

れ
あ
い
講
座
「
蛍
の
話
と
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
を
観

賞
し
よ
う
」
を
定
光
寺
自
然
休
養
林
に
隣
接
す

る
「
定
光
寺
ほ
た
る
の
里
」
で
開
催
し
「
一
度

子
ど
も
に
ホ
タ
ル
を
見
せ
て
や
り
た
い
。」
と

い
う
家
族
連
れ
な
ど
三
十
九
名
が
参
加
し
ま
し

た
。

　

は
じ
め
に
加
藤
「
ほ
た
る
の
里
の
会
」
会
長

か
ら
、
蛍
の
生
態
や
里
山
の
環
境
保
全
の
大
切

さ
な
ど
に
つ
い
て
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

あ
た
り
が
暗
く
な
る
と
少
し
づ
つ
ゲ
ン
ジ
ボ

タ
ル
が
飛
び
は
じ
め
、
暗
闇
に
つ
つ
ま
れ
た
八

時
頃
に
は
幻
想
的
な
光
の
舞
に
参
加
者
は
見
入

っ
て
い
ま
し
た
。

 

［
飛
騨
署
］
飛
騨
署
の
第
一
回
名
古
屋
シ
テ

ィ
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
事
業
が
六
月
二
十
三
日
に

行
わ
れ
、
天
生
国
有
林
（
天
生
県
立
自
然
公

園
）
で
オ
オ
バ
コ
の
除
去
作
業
を
実
施
し
ま
し

た
。

　

こ
の
取
り
組
み
は
登
山
者
の
増
加
に
伴
い
天

生
湿
原
等
の
貴
重
な
自
生
種
の
生
育
を
妨
げ
る

オ
オ
バ
コ
の
繁
茂
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

自
生
種
の
保
全
を
目
的
に
一
昨
年
か
ら
シ
テ

イ
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
事
業
と
し
て
行
っ
て
お

り
、
今
年
は
特
に
繁
茂
が
著
し
い
登
山
道
入
口

か
ら
天
生
湿
原
に
か
け
て
行
い
ま
し
た
。

　

梅
雨
の
さ
な
か
で
前
日
は
国
道
が
通
行
止
め

に
な
る
程
の
大
雨
で
し
た
が
、
当
日
は
、
梅
雨

と
は
思
え
な
い
よ
う
な
青
空
で
、
名
古
屋
市
の

森
林
の
働
き
や
大
切
さ
を
学
ぶ森

林
教
室

各
地
か
ら
の
た
よ
り

各
地
か
ら
の
た
よ
り

森林教室、みんなでたのしんで！

森
林
ふ
れ
あ
い
講
座

　
『
木
曽
ヒ
ノ
キ
備
林
の
散
策
』
と

『
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
の
観
賞
』「三ッ紐切り」を説明する笹岡署長

シ
テ
イ
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
が

オ
オ
バ
コ
の
除
去
作
業　
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隊
員
を
主
と
し
て
愛
知
県
、
富
山
県
、
高
山
市

の
外
遠
く
高
崎
市
か
ら
も
参
加
さ
れ
総
勢

三
十
四
名
の
隊
員
と
七
名
の
職
員
で
の
作
業
と

な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
午
後
か
ら
は
湿
原
と
ブ
ナ
原
生
林
の

自
然
散
策
を
行
い
、
ブ
ナ
の
幹
に
残
る
熊
の
爪

跡
の
説
明
に
驚
い
た
り
、
初
夏
の
木
漏
れ
日
の

中
で
豊
か
な
自
然
を
満
喫
す
る
一
日
と
な
り
ま

し
た
。

　

取
り
組
み
に
は
新
聞
二
社
の
取
材
も
あ
り
、

新
聞
記
事
を
見
た
市
民
か
ら
「
都
会
の
人
た
ち

が
こ
ん
な
に
や
っ
て
く
れ
て
い
る
の
に
地
元
の

者
と
し
て
も
協
力
し
た
い
。」
と
い
っ
た
電
話

が
あ
る
な
ど
思
わ
ぬ
反
響
が
あ
っ
た
ほ
か
、
参

加
さ
れ
た
名
古
屋
市
の
隊
員
か
ら
は
「
美
し
い

森
と
皆
様
に
元
気
を
い
た
だ
い
て
帰
り
ま
し

た
。」
と
礼
状
が
届
く
な
ど
、
シ
テ
イ
・
フ
ォ

レ
ス
タ
ー
事
業
の
成
果
を
感
じ
ま
し
た
。
飛
騨

署
の
第
二
回
は
、
十
月
に
御
岳
方
面
で
実
施
し

ま
す
。

 

［
指
導
普
及
課
］
中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
将

来
を
担
う
子
供
た
ち
が
体
験
活
動
等
を
通
じ

て
、
生
活
と
環
境
と
森
林
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
学
べ
る
よ
う
、
教
育
関
係
機
関
等
と
連
携
し

つ
つ
森
林
環
境
教
育
を
推
進
し
て
お
り
、
本
年

度
の
新
た
な
取
り
組
み
と
し
て
、
地
域
の
小
中

学
校
等
を
対
象
と
し
た
「
出
前
授
業
（
森
林
教

室
）」
を
各
署
等
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

木
曽
署
で
は
、「
出
前
授
業
」
を
五
月
十
八

日
に
木
祖
中
学
校
、
六
月
二
十
九
日
に
上
松
中

学
校
で
行
い
ま
し
た
。

　

上
松
中
学
校
で
は
総
合
学
習
「
ひ
の
き
の
時

間
」
の
中
で
「
上
松
の
森
林
」
に
つ
い
て
研
究

を
希
望
し
た
一
・二
年
生
十
名
を
対
象
に
授
業

を
行
い
、
上
松
町
に
お
け
る
森
林
の
現
状
や
森

林
の
役
割
、
木
曽
森
林
管
理
署
の
仕
事
の
内
容

等
に
つ
い
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ホ
ワ
イ
ト
ボ

ー
ド
を
使
っ
て
説
明
し
ま
し
た
。

　

生
徒
た
ち
は
、
熱
心
に
メ
モ
を
取
り
、
木
曽

谷
は
九
割
以
上
が
森
林
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
や
、
森
林
に
は
様
々
な
働
き
が
あ
る
こ
と
に

大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
指
導
普
及
課
で
は
、
七
月
十
日
に
、

長
野
市
の
櫻
ヶ
岡
中
学
二
年
生
一
七
三
名
を
対

象
に
出
前
森
林
教
室
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

櫻
ヶ
岡
中
学
で
は
、
七
月
下
旬
に
乗
鞍
岳
登

山
と
上
高
地
ハ
イ
キ
ン
グ
を
予
定
し
て
お
り
、

こ
れ
の
事
前
学
習
と
し
て
森
林
教
室
の
希
望
が

あ
り
、
普
及
課
職
員
五
名
が
対
応
し
ま
し
た
。

　

一
時
限
目
は
、
全
生
徒
を
対
象
に
、
森
林
の

働
き
や
現
況
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
話
の
ほ
か

乗
鞍
岳
や
上
高
地
の
自
然
等
に
つ
い
て
プ
ロ
ジ

ェ
ク
タ
ー
を
使
っ
て
説
明
を
行
い
、
森
林
の
大

切
さ
等
を
学
び
ま
し
た
。

　

二
時
限
目
は
、
五
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
、
輪

切
り
と
小
枝
を
使
っ
た
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
の
作

成
を
行
い
、
生
徒
は
思
い
思
い
の
ア
イ
デ
ア
で

プ
レ
ー
ト
を
完
成
さ
せ
、
満
足
そ
う
に
笑
顔
を

見
せ
て
い
ま
し
た
。

　

今
後
も
地
域
の
出
前
授
業
を
通
じ
て
、
身
近

な
自
然
、
森
林
・
林
業
の
大
切
さ
に
つ
い
て
再

認
識
し
て
も
ら
え
る
よ
う
更
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

［
国
有
林
野
管
理
課
］
フ
ァ
ミ
リ
ー･

フ
ォ
レ
ス

ト･

ガ
ー
デ
ン
は
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
家

族
や
友
人
同
士
な
ど
小
グ
ル
ー
プ
で
、
自
由
な

発
想
で
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
み
な
が
ら

森
林
の
中
で
過
ご
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
国
有

林
を
小
面
積
に
区
画
し
、
三
年
間
の
利
用
期
間

（
一
回
限
り
の
更
新
が
可
能
で
最
長
六
年
間
）
で

一
定
の
使
用
料
で
貸
し
出
す
事
業
で
す
。

　

当
事
業
は
北
信
森
林
管
理
署
管
内
の
「
カ
ヤ

の
平
自
然
休
養
林
」
に
お
い
て
、
平
成
十
二
年

度
か
ら
「
ブ
ナ
の
郷
カ
ヤ
の
平
の
森
」
の
愛
称

で
十
八
区
画
を
設
定
し
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
平
成
十
八
年
度
末
で
十
二
区
画

が
利
用
さ
れ
六
区
画
が
利
用
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
新
た
に
利
用
者
の
募
集
を
マ
ス
コ
ミ

を
通
じ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
予
想
を
上
回
る

三
十
五
名
の
申
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。
募
集
し

た
六
区
画
総
て
で
競
合
し
た
こ
と
か
ら
七
月
九

日
に
応
募
者
七
名
が
見
守
る
中
抽
選
会
を
実
施

し
、
当
選
者
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

来
年
度
以
降
も
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
を

提
供
し
て
い
く
と
と
も

に
、
利
用
者
と
の
交
流

会
等
の
機
会
を
通
じ
て

親
睦
を
深
め
る
こ
と
に

よ
り
、
開
か
れ
た
国
有

林
の
情
報
発
信
に
努
め

て
参
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

熱心にオオバコを除去する隊員

　抽選会の様子

地
元
中
学
生
が
森
林
に
つ
い
て
学
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　

～
出
前
授
業
を
開
催
～

フ
ァ
ミ
リ
ー･

フ
ォ
レ
ス
ト･

ガ
ー
デ
ン

　
　
　
「
ブ
ナ
の
郷
カ
ヤ
の
平
の
森
」

上松中学校の出前授業
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　抽選会の様子

 

［
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
］
岐
阜
県
下
呂
市
小
川

長
洞
国
有
林
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
フ
ォ
レ
ス
ト
（
現

小
川
長
洞
実
験
林
）
は
、
種
々
の
ス
ギ
品
種
を

一
箇
所
に
植
栽
し
て
展
示
林
と
す
る
と
と
も

に
、
当
地
方
に
適
合
し
た
品
種
を
選
択
す
る
基

礎
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
昭
和

三
十
九
年
（
一
九
六
四
）、
に
設
定
さ
れ
ま
し

た
。

　

代
表
的
な
ス
ギ
品
種
と
し
て
、
林
木
育
種
場

で
養
苗
さ
れ
た
鰺
ヶ
沢
ス
ギ
（
青
森
）、
遠
野

ス
ギ
（
岩
手
）、
鳥
海
ム
ラ
ス
ギ
（
秋
田
）、
桃

洞
ス
ギ
（
秋
田
）、
本
名
ス
ギ
（
福
島
）、
村
松

ス
ギ
（
新
潟
）、
飯
山
ス
ギ
（
長
野
）、
立
山
ス

ギ
（
富
山
）、
魚
梁
瀬
ス
ギ
（
高
知
）
の
全
九
品

種
が
㌶
当
た
り
三
千
本
の
割
合
で
Ⅰ
～
Ⅲ
号
試

験
地
（
各
一
㌶
）
に
植
栽
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

以
外
の
箇
所
に
は
地
ス
ギ
と
し
て
、
旧
下
呂
営

林
署
管
内
で
養
苗
さ
れ
た
マ
シ
タ
ス
ギ
、
タ
テ

ヤ
マ
ス
ギ
、
ア
ジ
マ
ノ
ス
ギ
、
イ
ト
シ
ロ
ス
ギ

（
福
井
系
、
岐
阜
系
）
が
植
栽
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

調
査
は
、
植
栽
の
翌
年
か
ら
下
刈
完
了
時
ま

で
は
毎
年
、
十
年
以
後
は
原
則
五
年
毎
に
生
長

量
を
調
査
し
、
主
伐
に
至
る
ま
で
の
生
長
度

合
、
形
質
の
ほ
か
施
業
経
過
が
記
録
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

試
験
地
内
の
ス
ギ
は
平
成
十
六
年
に
林
齢

四
十
年
で
、
平
均
胸
高
直
径
二
〇
・
六
㌢
㍍
、

平
均
樹
高
一
六
・
一
㍍
と
な
り
ま
し
た
。
場
所

に
よ
り
生
長
の
差
は
あ
る
も
の
の
樹
高
を
比
較

し
て
み
る
と
、
飯
山
ス
ギ
、
魚
梁
瀬
ス
ギ
が
良

好
な
生
長
を
し
て
お
り
、
当
地
に
適
し
た
品
種

と
し
て
の
指
標
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

当
試
験
地
は
、
青
森
県
か
ら
高
知
県
に
至
る

天
然
ス
ギ
が
一
箇
所
に
植
栽
さ
れ
た
、
ス
ギ
の

遺
伝
資
源
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
全
国

の
代
表
的
な
ス
ギ
品
種
の
保
存
と
展
示
の
た

め
、
間
伐
等
の
必
要
な
整
備
を
行
い
適
切
に
管

理
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

所
在
地
：
岐
阜
県
下
呂
市　

小
川
長
洞
国
有
林
１
１
１
４
い
林
小
班

実
験
林
・
試
験
地
等
紹
介 

1313

「
ス
ギ
品
種
実
験
林
」 

  「
ス
ギ
品
種
実
験
林
」 

    

◎
森
林
計
画
現
地
検
討
会

　

８
月
７
～
８
日�

南
信
署
管
内

◎
名
古
屋
シ
テ
ィ
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
事
業

　

８
月
３
日　

木
曽
署

◎
森
林
ふ
れ
あ
い
講
座

　

８
月
26
日　

愛
知
所
管
内

◎
教
職
員
森
林
環
境
教
育
研
修
会

　

８
月
３
日　

木
曽
署
管
内

　

８
月
７
日　

東
信
署
管
内

　

８
月
９
日　

愛
知
所
管
内

お
く
や
み
申
し
上
げ
ま
す

東
信
署
総
務
課
総
務
係

農
林
水
産
技
官

出
浦
由
紀
夫
氏
（
四
十
一
歳
）
は
七
月
七
日

に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
氏
は
、
昭
和
五
十
九
年
長
野
局
治
山
課

に
採
用
さ
れ
、
上
松
署
、
大
町
署
、
南
木
曽

署
、
長
野
署
、
伊
那
署
、
岩
村
田
署
、
臼
田

署
、
東
信
署
に
勤
務
し
、
こ
れ
か
ら
の
活
躍

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

故出浦由紀夫氏

試験地の現況
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平
成
十
九
年
度
中
部
森
林
管
理
局
永
年
勤
続

職
員
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
小
禄
局
長
か
ら
一
級

精
勤
章
受
章
者
並
び
に
二
級
精
勤
章
受
章
者
に

対
し
、
永
年
に
わ
た
る
国
有
林
野
事
業
職
員
と

し
て
の
勤
労
を
称
え
る
と
と
も
に
、
精
勤
章
の

賞
状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

精
勤
章
受
章
者
は
次
の
方
々
で
す
。

◇
一
級
精
勤
章

　
　
（
勤
続
年
数
三
十
年
以
上
）

　

技　
　

小
禄　

直
幸
（
局
長
）

　

事　
　

吉
原
多
惠
子
（
職
員
厚
生
課
）

　

技　
　

菊
池　

洋
二
（
国
有
林
野
管
理
課
）

　

技　
　

河
崎　

則
秋
（
治
山
課
）

　

技　
　

柴
山　

健
二
（
名
古
屋
事
務
所
）

　

技　
　

大
野　

裕
康
（　
　

��

〃��　

���

）

　

技　
　

那
須　

正
彦
（
愛
知
所
）

　

技　
　

加
藤　

元
之
（
富
山
署
）

　

技　
　

山
田　

昭
仁
（　

〃　

）

　

元
技　

石
山　
　

進
（
元
富
山
署
）

　

技　
　

松
島　

利
夫
（
北
信
署
）

　

基　
　

小
林　

元
由
（　

〃　

）

　

基　
　

松
木　

正
俊
（　

〃　

）

　

基　
　

小
林　

幸
彦
（　

〃　

）

　

基　
　

新
津　

康
雄
（
東
信
署
）

　

元
基　

竹
内　

治
男
（
元
東
信
署
）

　

基　
　

海
瀨　

忠
明
（
東
信
署
）

　

技　
　

佐
光　
　

仁
（
南
信
署
）

　

基　
　

山
田　

米
男
（　

〃　

）

　

基　
　

山
内　

和
幸
（
木
曽
署
）

　

基　
　

浅
野　

光
直
（　

〃　

）

　

基　
　

橋
本　

光
男
（　

〃　

）

　

基　
　

上
田　

勝
美
（　

〃　

）

　

基　
　

北
原　

典
孝
（　

〃　

）

　

基　
　

杉
村　
　

実
（　

〃　

）

　

基　
　

伊
藤　
　

勝
（　

〃　

）

　

基　
　

木
下　

利
春
（　

〃　

）

　

基　
　

田
方　

幸
市
（　

〃　

）

　

技　
　

鈴
木　

和
雄
（
南
木
曽
支
署
）

　

事　
　

清
水　

岳
志
（　
　

〃　
　

）

　

元
基　

阿
征　

修
一
（
元
南
木
曽
支
署
）

　

基　
　

茶
原　

良
平
（
南
木
曽
支
署
）

　

基　
　

下
畠　

秀
一
（
南
木
曽
支
署
）

　

基　
　

岩
田　

文
春
（
南
木
曽
支
署
）

　

基　
　

下
條　

廣
一
（
南
木
曽
支
署
）

　

基　
　

池
田　

吉
孝
（
南
木
曽
支
署
）

　

基　
　

金
城　

義
教
（
南
木
曽
支
署
）

　

基　
　

久
保　

久
二
（
南
木
曽
支
署
）

　

技　
　

植
村　

正
彦
（
飛
騨
署
）

　

技　
　

前
田　

和
彦
（　

〃　

）

　

技　
　

上
島　

昌
弘
（
岐
阜
署
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
一
名

◇
二
級
精
勤
章

　
　
（
勤
続
年
数
二
十
年
以
上
）

　

技　
　

小
枝　

幸
博
（
計
画
課
）

　

技　
　

村
井　

千
秋
（
愛
知
所
）

　

技　
　

中
村　
　

悟
（
北
信
署
）

　

技　
　

山
本　

通
明
（
中
信
署
）

　

技　
　

百
瀬　
　

厚
（
木
曽
署
）

　

基　
　

青
島　

雅
俊
（　

〃　

）

　

技　
　

古
畑　

輝
雄
（
南
木
曽
支
署
）

　

基　
　

小
幡　
　

豊
（　
　

〃　
　

）

　

技　
　

橋
本　

圭
介
（
岐
阜
署
）

　

技　
　

大
坪　

堅
二
（　

〃　

）

　

技　
　

軒
端　

信
司
（
東
濃
署
）

　

技　
　

原
田　

昌
弘
（　

〃　

）

　

基　
　

安
江　
　

等
（　

〃　

）

　

基　
　

原　
　

信
弘
（　

〃　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
四
名

題　名　動物のすみか　きれいな森林
　　　　小学校高学年部門　局長賞　
　　　　中村　俊介くん

題　名　森と共に
　　　　中学生部門　局長賞
　　　　小島　友紀さん
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森林に対する思いを描いてみませんか。“あなたがイメージする「美しい森林」・あったらいいなこんな森林・
つくってみたいなこんな森林”そんな夢のある森林を描いてみませんか。

１　応募に当たって
　⑴テ ー マ：�①あなたがイメージする「美しい森林（もり）」
� ②森林へ行った時の楽しい思い出
� ③「こんな森林があったらいいな、こんな森林をつくってみたいな」という夢のある絵とします。
　⑵応募作品：��４つ切りサイズ以内の画用紙に、クレヨン、水彩絵具、色鉛筆又はボールペンで描いた未発表の

作品とし、応募点数に制限はありません。
　⑶応募資格：�幼児及び小・中学生とします。
� （幼児、小学生低学年（1〜3年生）、高学年（4〜6年生）、中学生に区分）
　⑷応募方法：�応募票に必要事項を記入し、作品と一緒にお送り下さい。
� なお、作品は折れ目が付かないようにして下さい。
� 応募票は、ホームページからも入手できます。ホームページアドレス：http://www.mori758.go.jp/
　⑸締　　切：�平成19年９月14日（金）
　⑹応 募 先：�名古屋市熱田区熱田西町１−20　中部森林管理局名古屋事務所
� 「森林の絵画コンクール係」宛（TEL052-683-9206・IP050-3160-6660）
２　入賞者の発表と表彰
　　入賞作品の発表は10月上旬とし、入賞者には文書等でお知らせします。
　　�幼児、小学生低学年（1〜3年生）、高学年（4〜6年生）、中学生の４部門とし、各部門の入賞作品は、中部森
林管理局長（金賞）、中日新聞社賞（銀賞）、中部日本治山治水連盟賞（銅賞）各１点及び中部森林管理局名
古屋事務所長賞（佳作）２点とします。

　　なお、表彰式については、別途入賞者にお知らせします。
３　作品の取扱い方法
　　応募作品の著作権・版権は、中部森林管理局・中日新聞社・中部日本治山治水連盟に帰属するものとします。
主催／林野庁中部森林管理局名古屋事務所・中日新聞社・中部日本治山治水連盟
協賛／ぺんてる株式会社

◆森林の絵画コンクール作品募集要領

森林の絵画コンクール応募票  

題　　名 

性別　（男　　・　　女） 

年齢　（　　　　　　歳） 

 

氏　名 

住　所 

部　門 

フリガナ 

保護者氏名 

電話　　　　　（　　　　　） 
 幼　　児 小学生低学年 小学生高学年 中学生 
年
小 

年
中 

年
長 

小
１ 

小
２ 

小
３ 

中
１ 

中
２ 

中
３ 

小
４ 

小
５ 

小
６ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
※性別・部門欄は、該当する事項及び数字を○で囲んで下さい。 

キ
　
リ
　
ト
　
リ
　
線 
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四
季
の
折
々
の
美
し
い
風
景

「
三
周
ヶ
岳
」
と
澄
み
渡
っ
た
池
「
夜
叉
ヶ
池
」

岐阜森林管理署 
（各署の景勝地等を紹介） 

とう やま 

やま 

27

揖
斐
県
立
自
然
公
園

 

［
岐
阜
署
］
滋
賀
・
福
井
の
県
境
ま
で
は
、
揖

斐
川
源
流
の
山
と
よ
ば
れ
、
三
周
ヶ
岳

（
一
二
九
二
㍍
）
は
そ
の
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ

に
位
置
し
て
い
る
。
視
界
が
良
け
れ
ば
北
ア
ル

プ
ス
の
槍
ヶ
岳
ま
で
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、
大

展
望
を
楽
し
め
ま
す
。

　
「
夜
叉
ヶ
池
」
は
、
岐
阜
県
と
福
井
県
の
県

境
、
標
高
一
〇
九
九
㍍
に
位
置
し
、
ブ
ナ
の
原

生
林
に
守
ら
れ
な
が
ら
、
静
か
に
満
々
と
水
を

た
た
え
て
い
ま
す
。
別
名
を
「
雨
乞
の
池
」
と

も
い
い
、
そ
の
昔
、
干
ば
つ
に
苦
し
め
ら
れ
た

あ
る
村
の
娘
・
夜
叉
姫
が
雨
乞
の
た
め
、
池
に

身
を
投
げ
て
村
を
救
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り

ま
す
。

　

春
に
は
木
々
の
若
葉
や
草
花
、
秋
に
は
燃
え

る
よ
う
な
紅
葉
に
彩
ら
れ
、
四
季
折
々
の
変
化

を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

夜
叉
ヶ
池
周
辺
一
帯
は
、
国
内
希
少
野
生
動

植
物
種
の
ヤ
シ
ャ
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
、
日
本
海
側
特

有
の
ブ
ナ
林
等
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
保
護

林
を
設
け
、
保
護
・
保
全
し
て
い
ま
す
。
設
定

さ
れ
た
保
護
林
を
連
結
す
る
こ
と
で
、
国
指
定

特
別
天
然
記
念
物
の
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
等
の
動

物
や
そ
の
他
の
動
植
物
の
移
動
経
路
を
確
保

し
、
個
体
群
の
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
種
の
保
全
や
遺
伝
的
な
多
様
性
の
確
保
を

進
め
、
よ
り
広
範
囲
で
効
率
的
な
森
林
生
態
系

の
保
護
・
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、「
越

美
山
地
・
緑
の
画
廊
」
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
夜
叉
ヶ
池
に
し
か
生
息
し
な
い
ヤ
シ

ャ
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
の
繁
殖
や
生
息
環
境
を
保
全
す

る
た
め
、
夜
叉
ヶ
池
を
含
む
周
辺
の
森
林
一
六

山間に満々と水をたたえる夜叉ヶ池

三周ヶ岳の頂上

編集　中部森林管理局総務課広報

黒壁の夜叉壁

㌶
を
「
夜
叉
ヶ
池
水
生
昆
虫
生
息
地
保
護
林
」

に
指
定
し
、
適
切
な
保
全
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

三
周
ヶ
岳
・
夜
叉
ヶ
池
等
へ
は
、
登
山
口

よ
り
最
初
沢
に
下
り
、
そ
れ
か
ら
登
り
下
り

の
繰
り
返
し
、
そ
の
後
、
急
な
登
り
と
な
り

ま
す
が
、
ブ
ナ
林

に
入
る
頃
に
は
平

坦
な
道
に
な
り
ま

す
。
一
時
間
余
り

で
夜
叉
壁
が
見
え

は
じ
め
、
幽
玄
の

滝
、
昇
龍
の
滝
を

見
な
が
ら
さ
ら
に

急
な
登
り
が
続

き
、
登
り
き
る
と

夜
叉
ヶ
池
が
見
え

て
き
ま
す
。

◆
ア
ク
セ
ス

　

�

名
神
高
速
大
垣
Ｉ
Ｃ
か
ら
揖
斐
川
町
坂
内
に

入
り
、
川
上
林
道
を
経
由
し
て
３
キ
ロ
、
約

１
時
間
40
分
。

夜叉ヶ池より南方面の登山道（三国ヶ岳方面）


