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日本森林学会による

樵木林業研究会　柿
かきうち

内 久
ひ さ や

弥

　
三
年
前
つ
く
ば
の
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
に
勤

め
て
い
た
と
き
に
農
村
開
発
領
域
の
木
村
健
一
郎
主
任
研
究

員
よ
り
私
の
故
郷
、徳
島
県
海か
い
ふ
ぐ
ん

部
郡
牟む

ぎ
ち
ょ
う

岐
町
、お
隣
の
美み

な
み
ち
ょ
う

波
町

に
樵こ
り
き木

林
業
と
い
う
も
の
が
あ
り
、そ
の
施
業
方
法
に
つ
い
て

現
在
ラ
オ
ス
と
の
共
同
研
究
に
お
い
て
現
地
で
実
践
中
で
あ

る
と
話
を
頂
い
た
。ラ
オ
ス
で
は
、天
然
由
来
の
マ
イ
テ
ュ
ー

（
オ
ト
ギ
リ
ソ
ウ
科Cratoxylum

 spp.

）と
よ
ば
れ
る
木
を
白

炭
に
し
て
我
が
国
へ
輸
出
し
て
い
る
。コ
ス
ト
の
か
か
る
機
械

化
の
困
難
な
山
岳
地
域
で
の
施
業
と
し
て
、手
鋸
一
つ
で
出
来

る
樵
木
林
業
が
着
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
早
速
、徳
島
県
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
網
田

克
明
氏
は
じ
め
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
の
関
係
者
の
皆
様

に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、記
録
資
料
も
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
お

り
、大
正
初
期
に
は
徳
島
県
庁
が「
海
部
の
樵
木
林
業
」と
命
名

し
て
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。さ
ら
に

当
時
徳
島
県
山
林
会
が
作
成
し
た「
海
部
の
樵
木
林
業
」の
原

本
は
、県
に
所
蔵
は
な
か
っ
た
が
、大
日
本

山
林
会
の
蔵
書
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た

（
写
真
❶
）。そ
し
て
樵
木
林
業
が
実
施
さ
れ

て
い
た
美
波
町
、牟
岐
町
の
林
業
関
係
の

有
志
に
よ
り
樵
木
林
業
研
究
会（
会
長　

谷
﨑
栄
之
）が
設
立
さ
れ
、当
研
究
会
が
一

般
社
団
法
人
日
本
森
林
学
会
の
林
業
遺
産

へ
登
録
を
申
請
し
、平
成
三
〇
年
五
月
に

承
認
さ
れ
た
。研
究
会
で
は
、Facebook

に「
樵
木
林
業
研
究
会
」応
援
団
の
グ
ル
ー

プ
を
立
ち
上
げ
て
関
連
す
る
情
報
を
随
時

提
供
し
、メ
ン
バ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
は
か
っ
て
い
る（
写
真
❷
）。

　
樵
木
林
業
と
は
、徳
島
県
南
部
の
常
緑

広
葉
樹
林（
カ
シ
、シ
イ
、ウ
バ
メ
ガ
シ
、ツ
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バ
キ
等
）を
対
象
と
し
た
択
伐
矮わ

い
り
ん林
更
新
法
で
あ
る
。直
径
三

寸（
約
九
㎝
）以
上
の
雑
木
を
伐
採
し
、そ
れ
未
満
の
も
の
は
残

し
、八
年
か
ら
十
二
年
周
期
で
伐
採
し
、谷
筋
な
ど
の
地
形
を

利
用
し
た
魚
骨
状
集
材
と
呼
ば
れ
る
珍
し
い
集
材
路（
ヤ
リ
、

サ
デ
）で
搬
出
す
る
。矮
林
施
業
と
は
低
木
仕
立
て
の
意
味
で

あ
る
が
、こ
の
地
域
は
台
風
の
常
襲
地
域
で
あ
り
、自
然
の
遷

移
に
ま
か
せ
る
と
シ
イ
等
の
高
木
に
占
有
さ
れ
、甚
大
な
風
倒

被
害
発
生
も
懸
念
さ
れ
る
。植
生
遷
移
を
人
為
的
に
抑
え
る
事

で
、結
果
と
し
て
風
害
に
抵
抗
力
を
持
つ
森
林
が
つ
く
ら
れ
て

い
る
。こ
の
択
伐
に
よ
り
、①
残
さ
れ
た
小
木
群
の
萌
芽
更
新

に
よ
り
早
期
の
再
成
林
化
が
可
能
と
な
り
、②
皆
伐
と
比
べ
て

期
間
あ
た
り
の
収
穫
量
が
増
加
し
、③
林
地
の
裸ら

ち地
化
を
防
ぎ

羊し

だ歯
の
繁
殖
も
防
止
し
、④
森
林
の
肥
沃
な
状
態
が
維
持
さ
れ
、

⑤
薪
炭
原
木
の
適
材
化・安
定
供
給
に
役
立
っ
た
。

　
日ひ
わ
さ
が
わ

和
佐
川
、牟
岐
川
は
流
路
延
長
が
短
く
、水
運
に
適
し
て

い
た（
写
真
❸
、写
真
❹
）。薪
木
な
ど
短
小
材
だ
と
渓
流
で
も

容
易
に
流
す
こ
と
が
で
き
、明
治・大
正
期
に
は
沿
岸
の
港
か

ら「
イ
サ
バ
船
」と
呼
ば
れ
る
船
に
積
載
し
て
直
接
京
阪
神
の

消
費
地
へ
輸
送
さ
れ
た
。こ
の
地
域
の
ボ
サ（
薪
）は
カ
シ
類
等

の
良
質
の
も
の
で
火
持
ち
が
良
く
、出
荷
さ
れ
た
大
半
は
銭
湯

等
の
燃
料
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら

大
正
末
期
か
ら
石
炭
が
普
及
し
、薪
生
産
は
縮
小
。燃
料
革
命

以
前
の
昭
和
四
〇
年
代
頃
ま
で
は
、農
閑
期
の
副
業
的
な
仕
事

と
し
て
、農
家
の
生
活
、地
域
経
済
に
大
き
く
貢
献
し
た
も
の

の
、石
油
、ガ
ス
、電
気
な
ど
の
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
登
場
に

よ
り
、生
活
様
式
が
変
化
し
、樵
木
林
業
は
、消
え
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　
樵
木
材
の
生
産・販
売
は
江
戸
期
か
ら
地
元
商
業
資
本
が
独

占
し
、全
盛
期
は
元
禄
か
ら
寛
延
期（
十
八
世
紀
前
半
の
五
〇

年
間
）で
あ
っ
た
よ
う
だ
。美
波
町
の
四
国
霊
場
二
十
三
番
札

所「
薬
王
寺
」に
は
毎
年
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
が
、本
堂
左

手
に
建
つ「
宝ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔
」は
寛
延
三
年（
一
七
五
〇
）に
廻
船
業

者
の
豊
後
屋
が
建
立
し
た
も
の
で
あ
り
、当
時
の
隆
盛
が
し

の
ば
れ
る
。廻
船
業
も
新
旧
交
替
が
進
み
、天
明（
一
七
八
一
～

八
十
九
）頃
か
ら
は
、そ
の
後
に
日
和
佐
廻
船
業
の
雄
と
な
る

谷た
に
や屋

が
登
場
す
る
。谷
屋
家
住
宅
は
平
成
二
十
九
年
六
月
に
国

登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、現
在
、交
流
拠
点
と
し
て
整

備
す
る
た
め
、ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
を
活
用
し
家
屋

【
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の
修
復
が
行
な
わ
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い
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。

　
牟
岐
、美
波
両
町
で
は
地
元
住
民
と
連
携
し
、炭
焼
き
窯
の

復
活（
写
真
❺
）や
木
馬
道
の
復
活（
写
真
❻
）に
取
り
組
ん
で

い
る
。か
つ
て
樵
木
材
の
管
流
し
に
活
用
さ
れ
た
土
場
が
現
存

し
て
い
る
こ
と
も
最
近
明
ら
か
に
な
り
、研
究
会
で
は
、そ
の

整
備
や
常
緑
広
葉
樹
林
の
再
生・活
用
策
を
実
施・検
証
中
で

あ
る（
写
真
❼
）。さ
ら
に
こ
の
樵
木
林
業
を
広
く
知
っ
て
も
ら

う
と
と
も
に
、次
世
代
に
残
す
た
め
の
記
録
映
像
を
制
作
中
で

間
も
な
く
完
成
す
る
。森
林
サ
ー
ビ
ス
産
業
と
い
う
新
た
な
森

林
の
活
用
も
提
唱
さ
れ
つ
つ
あ
り
、樵
木
林
業
を
新
た
な
形
で

今
後
の
地
域
活
性
化
に
役
立
て
て
い
き
た
い
。

　
な
お
樵
木
林
業
研
究
会
は
、平
成
三
〇
年
度
、平
成
三
十
一

年
度
と
一
般
財
団
法
人
日
亜
ふ
る
さ
と
振
興
財
団
か
ら
前
述

の
活
動
に
つ
い
て
支
援
を
頂
い
て
い
る
。

❸薬王寺から日和佐川と日和佐港を望む

❹樵木の山（五剣山）から牟岐港を望む

❺牟岐炭焼き窯

❻牟岐木馬と木馬道




