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感
じ
ま
し
た
。」
と
感
想
を
述
べ
て
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
間
島
署
長
か
ら
「
こ
の
体
験
を
機

に
、
木
や
森
の
こ
と
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
に

つ
い
て
更
に
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
激
励

し
て
体
験
学
習
を
終
了
し
ま
し
た
。

　

東
濃
署
は
、
今
後
も
森
林
環
境
教
育
や
職
場

体
験
学
習
を
通
じ
て
地
域
の
子
供
た
ち
に
森
林

に
つ
い
て
学
ん
で
も
ら
う
活
動
に
も
協
力
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

［
中
信
署
］
毎
年
、
松
川
小
学
校
四
年
生
を
対

象
に
行
わ
れ
る
村
の
炭
焼
き
体
験
と
併
せ
て
、

隣
接
す
る
馬
羅
尾
国
有
林
の
郷
土
の
森
内
の

「
あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
」
の
森
林
学
習
（
見
学
会
）

を
十
一
月
二
十
八
日
に
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
見
学
会
は
、
中
部
局
と
北
安
曇
郡
松
川

村
が
、
平
成
二
十
四
年
一
月
に
「
安
曇
野
ま
つ

か
わ
馬
羅
尾
高
原
郷
土
の
森
」
協
定
の
締
結
に

よ
り
行
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
と
は
、
樹
木
を
台
伐
り
す

る
こ
と
に
よ
り
、
萌
芽
し
奇
妙
な
樹
形
と
な
る

も
の
を
一
般
的
に
「
あ
が
り
こ
」
と
呼
ん
で
お

り
、
サ
ワ
ラ
に
お
い
て
も
こ
の
あ
が
り
こ
型
樹

形
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
サ
ワ
ラ
の
萌
芽

力
は
低
く
特
徴
と
し
て
、
台
伐
り
位
置
を
固
定

せ
ず
徐
々
に
上
方
へ
と
伐
採
し
側
枝
を
主
幹
と

し
て
立
ち
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
奇
妙
な
樹
形
を

形
成
し
て
い
っ
た
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

当
日
は
小
雨
で
あ
っ
た
た
め
、
炭
焼
き
体
験

を
終
え
た
後
、
村
の
林
遊
館
に
て
児
童
に
あ
が

り
こ
サ
ワ
ラ
に
つ
い
て
森
林
教
室
を
行
い
、
天

候
を
見
な
が
ら
現
地
見
学
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

全
体
で
百
十
三
本
あ
る
「
あ
が
り
こ
サ
ワ

ラ
」
の
中
に
は
、
子
供
が
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と

の
で
き
る
根
張
り
を
し
た
形
の
樹
も
あ
り
、
寒

い
中
で
も
児
童
達
は
珍
し
い
サ
ワ
ラ
巨
木
群
を

間
近
で
見
て
感
動
に
浸
っ
て
い
ま
し
た
。
森
林

学
習
終
了
後
に
は
、
署
で
作
製
し
た
「
も
っ
く

ん
」（
桜
枝
ス
ト
ラ
ッ
プ
）
を
児
童
一
人
一
人

に
配
布
し
学
習
の
記
念
と
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
松
川
小
学
校
の
「
あ
が
り
こ
サ
ワ

ラ
」
森
林
学
習
は
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と

か
ら
「
郷
土
の
森
」
と
し
て
愛
着
が
わ
く
よ

う
、
代
表
的
な
サ
ワ
ラ
に
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
付

け
る
な
ど
、
併
行
し
て
来
年
度
に
か
け
て
松
川

村
と
案
内
看
板
や
標
柱
を
設
置
し
て
い
く
こ
と

で
、
地
域
振
興
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

 

［
木
曽
署
］
十
一
月
二
十
七
日
（
水
）
に
木
曽

森
林
管
理
署
、
南
木
曽
支
署
と
長
野
県
木
曽
地

方
事
務
所
で
構
成
す
る
林
政
協
議
会
木
曽
谷
部

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
部
会
は
、
木
曽
谷
流
域
の
国
有
林
及
び
民

有
林
の
林
政
を
統
一
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
に
年
二
回
、
署
と
県
が
持
ち
回
り
で
、
現
地

検
討
会
や
打
合
せ
会
議
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
木
曽
地
方
事
務
所
林
務
課
、
木
曽

森
林
管
理
署
、
南
木
曽
支
署
、
木
曽
森
林
ふ
れ

あ
い
推
進
セ
ン
タ
ー
の
十
七
名
が
参
加
し
、
南

木
曽
支
署
管
内
の
柿
其
国
有
林
の
架
線
集
材
箇

所
と
阿
寺
国
有
林
の
樹
齢
百
四
十
年
の
ヒ
ノ
キ

人
工
林
展
示
林
で
現
地
検
討
を
行
い
、
県
職
員

の
方
々
か
ら
は
、「
作
業
現
場
を
見
る
機
会
が

少
な
く
、
特
に
近
年
民
有
林
で
は
少
な
く
な
っ

た
架
線
集
材
を
見
ら
れ
た
。
樹
齢
百
年
を
超
え

る
間
伐
現
場
を
見
る
こ
と
は
な
い
」
と
の
こ
と

で
熱
心
に
質
問
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
当
署
会
議
室
で
打
合
せ
を
行
い
、

国
有
林
の
一
般
会
計
化
と
森
林
整
備
推
進
協
定

を
締
結
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
地
方
事
務
所
か

ら
は
民
有
林
の
森
林
整
備
の
労
働
力
の
不
足
、

森
林
整
備
推
進
協
定
に
伴
う
共
同
施
業
団
地
の

設
定
と
協
議
会
の
開
催
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
対
策
の

状
況
等
の
情
報
提
供
が
あ
り
、
国
有
林
側
か
ら

は
来
年
度
の
生
産
事
業
の
予
定
、
セ
ン
サ
ー
カ

メ
ラ
を
用
い
た
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
生
息
状
況
の
把

握
、
共
同
施
業
団
地
の
設
定
推
進
、
病
虫
害
対

「
林
政
協
議
会
木
曽
谷
部
会
」の
開
催

�

民
国
林
野
行
政
の
連
携
に
向
け

職員の手ほどきを受け真剣な表情の生徒

あがりこサワラをくぐる児童

あがりこサワラの見学

「
あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
」
で
森
林
学
習
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策
等
の
情
報
を
提
供
し
、
意
見
を
交
換
し
ま
し

た
。

　

特
に
、
木
曽
谷
流
域
の
林
業
労
働
者
の
確
保

に
は
、
事
業
体
に
対
し
将
来
に
わ
た
る
信
用
性

の
高
い
事
業
量
等
を
提
示
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
り
、
流
域
全
体
の
共
同
施
業
団
地
の
設
定

の
早
期
実
現
に
取
り
組
む
こ
と
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ

等
の
獣
害
対
策
に
は
生
育
状
況
等
民
・
国
で
情

報
を
共
有
し
、
林
業
施
策
を
進
め
る
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
。

　

次
回
は
三
月
に
実
施
の
予
定
で
す
が
、
引
き

続
き
、
顔
が
見
え
る
関
係
を
深
め
迅
速
で
気
軽

な
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
木
曽
谷
流
域

の
森
林
・
林
業
の
発
展
に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

 

［
北
信
署
］
十
一
月
二
十
二
日
、
長
野
国
有
林

森
林
整
備
協
会
北
信
支
部
会
員
十
二
名
が
社
会

貢
献
活
動
の
一
環
と
し
て
戸
隠
森
林
植
物
園
で

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

戸
隠
植
物
園
で
は
積
雪
前
に
閉
園
の
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
が
、
当
日
は
例
年
に
な
く
早
い

降
雪
が
あ
り
、
積
雪
の
中
で
の
作
業
と
な
り
ま

し
た
。

　

作
業
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
歩
道
に
転
落
防
止

と
湿
地
帯
へ
の
侵
入
防
止
の
た
め
設
置
し
て
あ

る
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
プ
の
撤
去
作
業
と
歩
道
沿
線

に
あ
る
枯
枝
等
の
除
去
作
業
を
実
施
し
ま
し

た
。

　

グ
リ
ー
ン
ロ
ー
プ
の
撤
去
は
延
長
二
キ
ロ
に

及
ぶ
区
間
の
ロ
ー
プ
を
巻
き
取
っ
て
い
く
作
業

で
す
が
、
巻
き
取
り
が
ス
ム
ー
ズ
に
出
来
る
よ

う
に
要
所
に
人
員
を
配
置
し
、
連
携
し
て
ロ
ー

プ
を
た
ぐ
り
寄
せ
な
が
ら
手
際
よ
く
作
業
を
進

め
て
い
き
ま
し
た
。

　

枯
枝
の
除
去
は
、
入
園
者
の
安
全
確
保
の
た

め
落
下
の
恐
れ
の
あ
る
枝
を
事
前
に
打
合
せ
の

う
え
実
施
し
ま
し
た
。

　

樹
上
で
の
チ
ェ
ン
ソ
ー
に
よ
る
枯
枝
処
理
は

危
険
を
伴
う
作
業
で
す
が
、
森
林
整
備
協
会
員

な
ら
で
は
の
熟
練
し
た
見
事
な
技
術
に
よ
り
短

時
間
で
安
全
に
処
理
さ
れ
、
ロ
ー
プ
撤
去
作
業

を
し
て
い
た
参
加
者
か
ら
も
手
際
の
良
さ
に
感

嘆
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
の
お
か
げ
で
、
今
年

も
沢
山
の
来
園
者
に
よ
り
賑
わ
っ
た
植
物
園
も

冬
を
迎
え
る
準
備
が
整
い
ま
し
た
。

　

し
ば
ら
く
は
白
銀
に
埋
も
れ
て
来
春
の
開
園

を
待
つ
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

岐
阜
県
飛
騨
市
古
川
町
に
あ
っ
た
古
川
営
林

署
は
、
国
有
林
の
抜
本
的
改
革
の
取
り
組
み
の

中
で
、
平
成
十
年
に
古
川
森
林
管
理
セ
ン
タ
ー

に
改
組
さ
れ
、
平
成
十
三
年
八
月
に
は
他
の
暫

定
組
織
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
七
十
年
の
歴
史
に

幕
を
下
ろ
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
十
二
年
。
当

時
古
川
営
林
署
に
在
籍
し
た
人
た
ち
の
間
か
ら

集
ま
り
を
希
望
す
る
声
が
出
た
こ
と
か
ら
、

「
Ｏ
Ｂ
の
集
い
」
を
計
画
。
十
一
月
十
六
日

（
土
）、
想
い
出
の
地
の
老
舗
料
亭
「
蕪
水
亭
」

に
遠
く
は
北
海
道
か
ら
、
最
高
齢
は
九
十
歳
の

方
な
ど
各
地
か
ら
四
十
三
名
が
集
い
、
当
時
の

想
い
出
や
近
況
な
ど
に
話
が
は
ず
み
ま
し
た
。

　

当
日
は
紅
葉
も
最
後
の
輝
き
を
見
せ
る
小
春

日
和
の
穏
や
か
な
日
と
な
り
、
早
く
か
ら
Ｊ
Ｒ

飛
騨
古
川
駅
に
降
り
て
懐
か
し
い
町
並
み
を
散

策
す
る
人
が
い
た
り
、
会
場
と
な
る
蕪
水
亭
で

は
開
始
と
な
る
一
時
間
も
前
か
ら
続
々
と
集

合
、
早
く
も
昔
談
義
が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

集
い
に
は
来
賓
と
し
て
井
上
久
則
飛
騨
市

長
、
菅
沼
武
旧
古
川
町
長
、

木
信
哉
中
部
森

林
管
理
局
長
、
清
水
信
之
飛
騨
森
林
管
理
署
長

に
ご
出
席
を
賜
り
、
来
賓
の
挨
拶
で
は
井
上
市

長
か
ら
は
た
く
さ
ん
の
人
が
古
川
に
集
ま
っ
て

く
れ
た
お
礼
と
と
も
に
、
飛
騨
市
周
辺
が
平
成

十
一
年
に
大
き
な
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
こ

現地での検討会

グリーンロープ巻き取り作業

枯枝除去作業

「
戸
隠
森
林
植
物
園
」
で

�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
冬
支
度

「
マ
メ
や
っ
た
か
な
」

 

　
　
〜
古
川
営
林
署
Ｏ
Ｂ
の
集
い
に
参
加
〜

「
マ
メ
や
っ
た
か
な
」

 

　
　
〜
古
川
営
林
署
Ｏ
Ｂ
の
集
い
に
参
加
〜
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と
か
ら
、
こ
れ
を
教
訓
に
森
林
づ
く
り
に
取
り

組
む
飛
騨
市
の
姿
と
国
有
林
へ
の
期
待
な
ど
の

挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

菅
沼
元
町
長
か
ら
は
古
川
営
林
署
が
廃
止
さ

れ
跡
地
の
有
効
活
用
で
国
有
林
と
話
し
合
い
、

今
で
は
市
民
の
様
々
な
活
動
の
拠
点
と
な
る
施

設
の
整
備
が
で
き
た
と
い
っ
た
お
話
や
、
国
有

林
へ
の
期
待
な
ど
の
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

木
局
長
か
ら
は
、
営
林
署
が
な
く
な
る
と

在
籍
し
た
職
員
も
集
ま
ら
な
く
な
る
こ
と
か

ら
、
昨
年
は
王
滝
営
林
署
の
関
係
者
が
集
う
会

を
開
催
。
今
年
は
こ
こ
古
川
営
林
署
の
関
係
者

で
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
た
。
こ
う
い
っ
た
形

で
少
し
で
も
地
域
の
お
役
に
立
て
れ
ば
と
挨
拶

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

老
田
薫
元
次
長
の
乾
杯
で
宴
が
始
ま
り
、
飛

騨
地
方
の
祝
宴
で
は
「
め
で
た
」
が
出
な
い
と

無
礼
講
と
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
そ
の
間
に
、
参

加
者
一
人
一
人
か
ら
自
己
紹
介
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
あ
と
、
地
元
の
土
洞
昭
博
さ
ん
か

ら
「
は
だ
か
祭
り
」
で
有
名
な
「
起
こ
し
太

鼓
」
の
い
で
た
ち
で
古
川
め
で
た
「
若
松
様
」

の
歌
い
出
し
を
し
て
い
た
だ
き
、
参
加
者
全
員

で
唱
和
し
無
礼
講
へ
と
…
。

　

無
礼
講
に
な
る
と
そ
れ
ぞ
れ
懐
か
し
い
顔
の

と
こ
ろ
へ
行
き
、
飲
む
ほ
ど
に
、
酔
う
ほ
ど

に
、
話
が
盛
り
上
が
り
大
宴
会
と
な
り
ま
し

た
。
参
加
し
た
人
た
ち
か
ら
は
、「
本
当
に
懐

か
し
い
な
。
マ
メ
や
っ
た
け
」「
一
度
み
ん
な

で
会
え
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
と
た
け
ど
、
こ
ん

な
機
会
を
作
っ
て
く
れ
て
嬉
し
い
。」
な
ど
、

満
面
の
笑
み
で
語
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
残

念
な
が
ら
参
加
で
き
な
か
っ
た
方
か
ら
の
電
報

や
お
い
し
い
焼
酎
の
差
し
入
れ
な
ど
、
会
場
の

外
か
ら
も
宴
の
場
を
大
い
に
盛
り
上
げ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

あ
っ
と
い
う
間
の
三
時
間
が
過
ぎ
、
最
後
に

北
海
道
か
ら
参
加
の
日
高
北
部
署
首
席
森
林
官

中
山
佳
之
さ
ん
の
一
本
締
め
で
中
締
め
に
。
名

残
を
惜
し
み
な
が
ら
帰
る
人
、
街
中
に
繰
り
出

す
人
な
ど
賑
や
か
な
集
い
と
な
り
ま
し
た
。

　

参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
、
ご
来
賓
の
皆
様
、

そ
し
て
電
報
な
ど
を
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に

心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
会
場
の
蕪
水

亭
の
女
将
さ
ん
か
ら
は
建
物
が
平
成
十
六
年
の

豪
雨
で
被
害
を
受
け
、
今
の
建
物
は
河
合
村
か

ら
移
築
し
た
も
の
と
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。
お

い
し
い
お
酒
と
料
理
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
本
当
に
お
酒
が
強
い
人
ば
か

り
…
。

 ［
木
曽
署
　
瀬
戸
川
森
林
事
務
所
］

�

菊
池
　
洋
二
　
地
域
統
括
森
林
官

　

木
曽
森
林
管
理
署
の
王
滝
地
区
は
、
霊
峰
御

嶽
山
の
南
側
山
麓
か
ら
西
は
岐
阜
県
境
ま
で
が

管
轄
区
域
で
、
統
合
前
は
旧
王
滝
営
林
署
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
、
瀬
戸
川
・

氷
ケ
瀬
・
南
滝
越
の
三
森
林
事
務
所
で
約

二
万
六
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
国
有
林
を
管
理
し
て

い
ま
す
。

　

木
曽
ヒ
ノ
キ
の
生
産
の
最
盛
期
に
は
、
約

三
百
人
に
も
及
ぶ
職
員
が
働
い
て
い
ま
し
た

が
、
現
在
で
は
、
森
林
官
三
名
、
主
任
森
林
整

備
官
一
名
、
治
山
事
業
所
主
任
一
名
、
地
域
技

術
官
一
名
、
森
林
技
術
員
五
名
、
併
せ
て
一
一

名
が
一
つ
屋
根
の
下
で
協
力
し
て
事
業
を
進
め

て
い
ま
す
。

挨拶をされる井上久則飛騨市長

はだか祭りのいでたちで
「若松様」を歌う土洞昭博さん

無礼講となり大宴会

王滝事務所全職員

シ
リ
ー
ズ
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木
曽
ヒ
ノ
キ
の
優
良
木
が
宝
庫
だ
っ
た
こ
の

地
で
は
、
古
く
か
ら
ヒ
ノ
キ
の
植
林
が
行
わ

れ
、
樹
齢
百
年
前
後
の
高
齢
級
人
工
林
の
林
分

が
た
く
さ
ん
あ
り
、
本
年
度
の
間
伐
事
業
も

百
二
十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
一
万
二
千
立
法
メ
ー

ト
ル
を
生
産
す
る
他
、
主
伐
で
も
木
曽
ヒ
ノ
キ

等
約
三
百
三
十
立
法
メ
ー
ト
ル
を
生
産
す
る
予

定
で
す
。

　

ま
た
、
過
去
の
伐
採
に
伴
う
造
林
事
業
も
膨

大
な
も
の
で
、
下
刈
り
や
除
伐
、
薬
剤
散
布
等

一
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
び
ま
す
。

　

こ
の
他
、
総
延
長
三
百
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

に
及
ぶ
林
道
の
維
持
修
繕
、
約
二
百
箇
所
の
収

穫
調
査
や
択
伐
箇
所
の
更
新
調
査
、
巡
検
等

様
々
な
業
務
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
事
業

を
進
め
る
に
は
、
森
林
官
等
だ
け
で
は
到
底
困

難
な
こ
と
で
す
。
幸
い
に
も
今
年
度
か
ら
基
幹

作
業
職
員
が
森
林
技
術
員
や
地
域
技
術
官
と
な

り
、
森
林
官
の
補
助
的
な
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
彼
ら
の
強
力
な
応
援

を
得
て
、
王
滝
の
森
林
事
務
所
は
一
体
と
な
っ

て
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

国
有
林
が
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
一
大
生
産
地
と
し

て
事
業
を
進
め
る
一
方
、
地
元
王
滝
村
は
、
霊

峰
御
嶽
山
の
信
者
や

一
般
登
山
及
び
ス

キ
ー
等
の
観
光
を
主

な
産
業
と
し
て
発
展

し
て
き
ま
し
た
が
、

社
会
情
勢
の
変
化
に

よ
り
他
の
地
域
同
様

に
入
込
者
数
も
著
し

く
減
少
し
て
い
ま

す
。
村
と
し
て
も
生

き
残
り
を
か
け
様
々

な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
と

し
て
、
愛
知
用
水
の
水
瓶
で
あ
る
牧
尾
ダ
ム
の

繋
が
り
も
あ
り
、
名
古
屋
市
な
ど
の
下
流
域
と

の
交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

広
大
な
国
有
林
等
の
大
自
然
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と

し
た
マ
ラ
ソ
ン
大
会
や
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク

レ
ー
ス
が
年
五
回
実
施
さ
れ
、
毎
回
、
千
人
前

後
が
参
加
す
る
大
き
な
大
会
と
し
て
定
着
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
生
産
の
最
盛
期
に
木

材
の
搬
出
や
地
元
住
民
の
生
活
に
も
活
躍
し
て

き
た
、
森
林
鉄
道
を
復
活
さ
せ
、
二
年
お
き
に

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
も
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
元
あ
っ
て
の
森
林
事
務
所
と
し
て
、
こ
れ

ら
、
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
積
極
的
に
協
力
す

る
な
ど
、
地
域
と
連
携
を
深
め
、
業
務
を
進
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

林
野
庁
人
事
（
抄
）

�

十
二
月
一
日
付

▽
林
野
庁
国
有
林
野
部
業
務
課
測
定
専
門
官

　

�｛
森
林
整
備
部
企
画
官
（
技
術
開
発
・
普
及

担
当
）｝�

佐
竹　

敏
郎

�

十
二
月
十
六
日
付

▽�

林
野
庁
林
政
課
企
画
課
｛
計
画
保
全
部
計
画

課
生
態
系
保
全
係
長
｝�

市
川　

隆
史

中
部
森
林
管
理
局
人
事

�

十
二
月
十
六
日
付

▽
計
画
保
全
部
計
画
課
生
態
系
保
全
係
長

　
｛
飛
騨
署
栃
尾
森
林
事
務
所
森
林
官
｝

�

山
本　

武
郎

▽
飛
騨
署
栃
尾
森
林
事
務
所
森
林
官
併
任

　
｛
飛
騨
署
本
郷
森
林
事
務
所
森
林
官
｝

�

原
田　

昌
弘

◎
中
部
森
林
技
術
交
流
発
表
会

　

１
月
29
～
30
日　

中
部
局

人
の
う

ご
き

瀬戸川の木曽ヒノキ

ヘリ集材の様子

境界巡検（御嶽山）
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ご当地

自慢
岐阜市編

岐阜森林管理署

8

◆
長
良
川

　

岐
阜
市
の
中
心
を
流
れ
る
長
良
川
は
、
大

日
ヶ
岳
か
ら
伊
勢
湾
に
注
ぎ
、
昭
和
六
十
年
に

は
「
名
水
百
選
」
に
選
ば
れ
た
美
し
い
川
で
あ

り
、
ま
た
、
河
川
で
は
唯
一
、
平
成
十
三
年
の

「
日
本
の
水
浴
場
八
八
選
」
に
も
選
定
さ
れ
た

水
量
豊
か
な
清
流
で
す
。

◆
長
良
川
鵜
飼
と
鵜
飼
観
覧
船
造
船
所

　

古
典
漁
法
を
今
に
伝
え
る
長
良
川
鵜
飼
は
、

千
三
百
年
以
上
の
伝
統
を
誇
り
、
見
る
者
を
幽

玄
の
世
界
へ
と
誘
う
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
鵜
飼
を
、
陰
で
支
え
る
の
が
鵜
飼
観
覧

船
造
船
所
で
す
。
市
営
の
造
船
所
は
全
国
唯
一

で
、
伝
統
的
な
和
船
の
建
造
段
階
を
見
学
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

観
覧
船
の
材
料
は
、
岐
阜
・
長
野
県
産
の
良

質
な
コ
ウ
ヤ
マ
キ
（
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
、
末
口

四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
）
を
使
用
し
ま
す

が
、
一
本
の
丸
太
か
ら
使
用
で
き
る
板
は
八
枚

く
ら
い
し
か
と
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
設
計
図
面

は
な
く
、
経
験
豊
か
な
船
大
工
の
匠
の
技
で
建

造
さ
れ
、
観
覧
船
一
隻
の
完
成
に
は
約
半
年
間

か
か
り
、
一
年
間
に
二
隻
の
船
が
造
ら
れ
ま

す
。

◆
古
い
町
並
み
の
川
原
町

　

長
良
橋
南
詰
の
鵜
飼
観
覧
船
の
り
ば
か
ら
西

へ
続
く
「
湊
町
・
玉
井
町
・
元
浜
町
」
の
町
並

み
は
通
称
「
川
原
町
」
と
い
い
、
格
子
戸
の
あ

る
古
い
町
並
み
が
今
も
残
る
人
気
ス
ポ
ッ
ト
。

　

こ
の
地
域
は
江
戸
時
代
よ
り
長
良
川
の
重
要

な
湊
町
と
し
て
奥
美
濃
か
ら
の
木
材
や
美
濃
和

紙
の
陸
揚
げ
が
さ
れ
、
そ
れ
を
扱
う
問
屋
町
と

し
て
栄
え
、
特
に
美
濃
和
紙
は
岐
阜
提
灯
、
岐

阜
和
傘
、
岐
阜
う
ち
わ
な
ど
岐
阜
の
伝
統
工
芸

に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
物
で
川
原
町
が
岐

阜
の
工
芸
品
を
生
ん
だ
と
い
え
ま
す
。

◆
ア
ク
セ
ス

　
Ｊ
Ｒ
岐
阜
駅
か
ら
岐
阜
公
園
ま
で

�

岐
阜
バ
ス
で
約
二
十
分

◆
金
華
山

　

岐
阜
の
「
え
え
と
こ
ラ
ン
キ
ン
グ
！
ベ
ス
ト

テ
ン
」
で
堂
々
の
一
位
と
な
っ
た
金
華
山
（
国

有
林
）
は
、
岐
阜
市
の
中
心
部
に
位
置
し
、
標

高
は
三
百
二
十
九
メ
ー
ト
ル
と
低
い
も
の
の
御

嶽
山
や
濃
尾
平
野
の
眺
望
が
す
ば
ら
し
く
、
年

間
百
万
人
も
の
登
山
者
が
訪
れ
る
市
民
の
憩
い

の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
二
月
「
史
跡
岐
阜
城
跡
」
に

指
定
さ
れ
、
江
戸
時
代
か
ら
四
百
年
間
手
つ
か

ず
の
自
然
が
残
り
景
観
と
歴
史
に
恵
ま
れ
た
岐

阜
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

金華山と長良川

長良川鵜飼い

鵜飼観覧船造船所

古い町並みの川原町

造船風景


