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風
土
へ
の
目
利
き
で
多
様
な
森
林
利
用
を
　

ブ
ナ
林
帯
文
化
論
の
復
権

モ
ン
ス
ー
ン
的
風
土

日
本
列
島
は
東
ア
ジ
ア
の
東
の
端
に

あ
り
ま
す
。
海
洋
の
影
響
を
ま
と
も
に

受
け
、
夏
が
雨
季
、
冬
が
乾
季
と
な
る

モ
ン
ス
ー
ン
的
な
風
土
で
す
。

し
か
し
、
気
候
学
者
の
ウ
ラ
ジ
ミ
ー

ル
・
Ｐ
・
ケ
ッ
ペ
ン
は
、
日
本
の
気
候

を
Ｃ
ｆ
ａ
︵
湿
潤
温
暖
気
候
︶
と
表
現

し
て
い
ま
す
。

ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ピ
ー
タ
ー
・
ケ
ッ
ペ
ン

（W
ladim

irP
eterK

öppen

１
８
４
６
〜
１
９
４
０
年
）

ド
イ
ツ
の
気
候
学
者
、
ま
た
植
物
学
者
。
両
親
は
ド

イ
ツ
人
で
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク
に
生
ま
れ
た
。
ド
イ
ツ
学
派
の
気
候
学
の
大
成

者
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
ケ
ッ
ペ
ン
の
考
案
し
た
ケ

ッ
ペ
ン
の
気
候
区
分
は
、
改
良
を
加
え
ら
れ
な
が
ら

現
在
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。

Ｃ
は
最
寒
月
の
平
均
気
温
が
マ
イ
ナ

ス
３
℃
か
ら
18
℃
の
温
帯
気
候
を
意
味

し
、
ｆ
は
乾
季
が
な
く
降
雨
が
一
年
中

あ
る
と
い
う
意
、
ａ
は
最
暖
月
の
平
均

気
温
が
22
℃
以
上
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

日
本
海
側
に
は
、
青
潮

あ
お
し
お

︵
対
馬
海
流
︶

の
影
響
で
本
来
乾
燥
し
て
い
る
は
ず
の

北
西
季
節
風
が
水
分
を
た
っ
ぷ
り
吸
収

し
、
脊
梁

せ
き
り
ょ
う

山
脈
に
ぶ
つ
か
っ
て
大
量

の
降
雪
を
も
た
ら
し
ま
す
。
太
平
洋
側

に
も
、
と
き
お
り
通
過
す
る
温
帯
低
気

圧
が
、
雪
や
雨
を
も
た
ら
し
ま
す
。

こ
う
し
た
要
因
で
、
ケ
ッ
ペ
ン
が
Ｃ

ｆ
ａ
と
表
わ
し
た
よ
う
に
、
日
本
に
は

厳
密
な
意
味
で
の
乾
季
が
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
気
候
条
件
と
肥
沃
な
森

林
褐
色
土
は
、
日
本
の
森
林
を
極
め
て

豊
か
に
育
み
ま
し
た
。
加
え
て
熱
帯
と

は
異
な
り
、
森
林
の
復
元
力
が
強
い
こ

と
も
、
特
筆
す
べ
き
特
徴
で
す
。

こ
の
豊
か
な
森
林
資
源
と
生
活
が
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
、
我
が

国
の
歴
史
に
は
よ
く
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

縄
文
時
代
に
は
、
森
に
よ
っ
て
育
ま

れ
た
野
生
動
物
や
野
鳥
は
、
狩
猟
民
に

と
っ
て
大
切
な
蛋
白
源
で
し
た
し
、
森

林
土
壌
を
有
効
に
利
用
す
る
焼
畑
耕
作

に
よ
っ
て
、
食
糧
栽
培
も
営
ま
れ
て
い

ま
し
た
。

大
陸
か
ら
稲
作
が
伝
わ
っ
て
か
ら
は
、

豊
か
な
森
林
に
よ
っ
て
涵
養
さ
れ
て
い

る
水
資
源
は
、
生
命
維
持
に
重
大
な
意

味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
畜
産
の

市川健夫
いちかわたけお

地理学・地誌学専攻　理学博士

1927年長野県生まれ。1948年東京高等師

範学校を卒業。東京学芸大学を経て、信

州短期大学学長、東京学芸大学名誉教授。

長野県立歴史館館長などを歴任。

主な著書に『日本のブナ帯文化』（朝倉書

店 1984）、『森と木のある生活』（白水社

1992）、『風土発見の旅』（古今書院 1995）、

『青潮文化』（古今書院1997）ほか

照
葉
樹
林
文
化
で

日
本
人
の
深
層
心
理
を
解
き
起
こ
す
文
化
論
が
一
世
を
風
靡
し
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

長
野
県
小
布
施
に
生
ま
れ
育
っ
た
市
川
健
夫
さ
ん
は
、

日
本
列
島
は
照
葉
樹
林
文
化
一
辺
倒
で
は
な
い
と
、
ブ
ナ
林
帯
文
化
論
を
説
き
ま
し
た
。

風
土
の
目
利
き
が
説
得
力
を
持
つ
の
は
、

人
の
暮
ら
し
が
自
然
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

文
化
の
多
様
性
と
森
と
し
て
の
機
能
の
再
発
見
を
う
な
が
す
、

市
川
さ
ん
か
ら
学
び
ま
す
。

比
重
が
低
か
っ
た
我
が
国
に
お
い
て
、

灌
漑
用
水
か
ら
供
給
さ
れ
る
天
然
肥
料

分
が
、
２
０
０
０
年
以
上
に
わ
た
る
稲

作
の
栽
培
を
支
え
て
き
た
の
で
す
。

木
の
実
や
漆
や
木
蝋

も
く
ろ
う

の
採
取
と
い
っ

た
森
の
恵
み
の
利
用
、
馬
産
や
養
蜂
と

い
っ
た
空
間
の
利
用
は
、
持
続
的
な
利

用
を
可
能
に
す
る
見
識
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
と
、

そ
れ
に
伴
っ
て
起
こ
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

革
命
が
、
そ
ん
な
森
林
と
人
々
の
暮
ら

し
を
分
断
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
大
変

残
念
な
こ
と
で
す
。



5 ブナ林帯文化論の復権

照
葉
樹
林
文
化
論

今
日
で
は
、
日
本
民
族
の
基
層
文
化

に
、
照
葉
樹
林
文
化
が
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
概
念
に
学
問
的

な
定
義
を
与
え
た
の
は
﹃
栽
培
植
物
と

農
耕
の
起
源
﹄（
１
９
６
６
岩
波
書
店
）
を

著
わ
し
た
中
尾
佐
助
で
す
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
地
域
か
ら
華
中
・
華
南
、

日
本
列
島
に
至
る
照
葉
樹
林
帯
と
い
う

生
態
系
に
共
通
す
る
基
層
文
化
が
、
照

葉
樹
林
文
化
複
合
で
す
。
こ
こ
に
は
水

稲
栽
培
を
基
本
と
す
る
国
家
観
、
宗
教

観
が
あ
り
ま
し
た
。

稲
作
を
中
心
と
し
た
照
葉
樹
林
文
化

国
家
で
あ
っ
た
大
和
朝
廷
の
支
配
に
よ

っ
て
、
北
九
州
、
瀬
戸
内
、
近
畿
地
方

の
中
央
低
地
、
濃
尾
平
野
、
福
井
平
野
、

加
賀
平
野
な
ど
に
は
条
里
制
の
水
田
が

広
く
分
布
し
て
い
き
ま
し
た
。
条
里
制

の
遺
構
水
田
は
、
律
令
国
家
に
と
っ
て

権
力
の
物
質
基
盤
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

実
は
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
諸
国

で
は
、
気
候
的
に
は
二
期
作
が
可
能
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雨
季
の
み
の

一
期
作
に
留
ま
っ
て
い
る
水
田
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
充
分
な
灌
漑

施
設
が
な
く
、
多
く
を
天
水
に
頼
っ
て

い
る
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

一
方
我
が
国
に
お
い
て
﹁
旱
魃

か
ん
ば
つ

に
凶

作
な
し
﹂
と
言
わ
れ
る
の
は
、
灌
漑
施

設
が
発
達
し
、
徹
底
的
な
ま
で
に
稲
作

を
実
現
し
て
き
た
背
景
が
あ
る
か
ら
で

す
。

森
林
は
、
水
田
の
主
要
な
肥
料
分
で

あ
る
刈
敷

か
り
し
き

の
供
給
源
で
も
あ
り
ま
し
た
。

中
世
に
入
る
と
、
新
し
い
作
物
と
し

て
綿
花
栽
培
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
綿

は
無
霜
期
間
が
２
１
０
日
以
上
な
い
と

成
熟
し
な
い
亜
熱
帯
作
物
の
た
め
、
照

葉
樹
林
の
森
林
限
界
以
北
で
は
栽
培
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
非
常
に
肥
料
を
必

要
と
す
る
植
物
で
、
干
鰯

ほ

し

か

な
ど
の
魚
肥

が
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
地

力
を
必
要
と
す
る
綿
花
栽
培
の
た
め
で

し
た
。

１
８
５
８
年
（
安
政
５
）
施
行
し
た
安

政
の
開
国
以
来
、
伝
統
的
な
照
葉
樹
林

文
化
複
合
は
解
体
し
て
い
き
ま
す
。
そ

の
後
、
綿
花
や
菜
種
栽
培
は
減
少
し
ま

す
が
、
生
糸
輸
出
の
増
加
に
よ
り
、
蚕

糸
業
と
い
う
新
た
な
照
葉
樹
林
文
化
が

形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

画
一
視
す
る
こ
と
の
過
ち

照
葉
樹
林
の
生
育
に
は
、
温
量
指
数

の
暖
か
さ
の
指
数
が
85
〜
１
８
０
℃
で

寒
さ
の
指
数
が
マ
イ
ナ
ス
10
℃
以
上
あ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

温
量
指
数

生
態
学
者
の
吉
良
竜
夫
が
提
唱
し
た
、
植
生
の
変
化

と
気
温
と
の
相
関
関
係
を
表
わ
す
た
め
の
指
標
。
暖

か
さ
の
指
数
と
寒
さ
の
指
数
が
あ
り
、
合
わ
せ
て
温

量
指
数
と
呼
ば
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
各
月
の
平
均
気
温
と
５
℃
と
の
差
を

累
積
し
て
平
均
気
温
が
５
℃
よ
り
高
い
月
の
累
積
が

暖
か
さ
の
指
数
で
あ
り
、
５
℃
よ
り
低
い
月
の
累
積

が
寒
さ
の
指
数
で
あ
る
。

A熱帯

熱帯雨林気候 Af

熱帯モンスーン気候 Am

熱帯夏季少雨気候 As

サバナ気候 Aw

B乾燥帯

砂漠気候 BWk BWh

ステップ気候 BSk BSh

C温帯

地中海性気候 Csa Csb Csc

温暖冬季少雨気候 Cwa Cwb Cwc

温暖湿潤気候 Cfa

西岸海洋性気候 Cfb Cfc

D冷帯

高地地中海性気候 Dsa Dsb Dsc Dsd

冷帯冬季少雨気候 Dwa Dwb Dwc Dwd

冷帯湿潤気候 Dfa Dfb Dfc Dfd

E寒帯

ツンドラ気候 ET

氷雪気候 EF

東アングリア大学の気候調査部門（CRU）とドイツ気象局
の世界降水気候センター（GPCC）がまとめた1951年か
ら2000年の気象データを基に、ケッペンおよびガイガー
の気候区分にしたがってつくられた気候図
Kottek, M., J. Grieser, C. Beck, B. Rudolf, and F. Rubel
(2006). World Map of the Köppen-Geiger climate
classification updated. Meteorol. Z., 15, 259-263

1.気候帯

赤道から極地に向けて５つの気候帯に分類し、最初の大文字で表記する。
A（熱帯） B（乾燥帯） C（温帯） D（冷帯） E（寒帯）

2.気候区-1

２文字目の大文字は、区域を表す。
W（砂漠） S（ステップ） T（ツンドラ） F（氷点下）

3.気候区-2

２文字目の小文字は湿度によって分けた区域を表す。
s（夏乾燥） w（冬乾燥） f（湿潤） 注：気候帯によって基準値は異なる

4.気温区分

３文字目の小文字は平均気温によって分けた区域を表す。
aー最暖月が22℃以上
bー最暖月が10～22℃未満、かつ月平均気温10℃以上の月が4カ月以上
cー最暖月が10～22℃未満、かつ月平均気温10℃以上の月が3カ月以下、

かつ最寒月がマイナス38℃以上、マイナス3℃未満
dー最暖月が10～22℃未満、かつ月平均気温10℃以上の月が3カ月以下、

かつ最寒月がマイナス38℃未満、マイナス3℃未満
hー年平均気温が18℃以上、
kー年平均気温が18℃未満

1923年、植生分布に注目して考案された。気温と降水量などの変数から単純な計算で決定される。
気候帯ー気候区ー月平均気温をそれぞれ記号化し、その組み合わせにより、気候区分を表すもの。

ケッペンの気候区分



北上川

阿武隈川

利根川

最上川

石狩川

天塩川

十勝川

天竜川

木曽川

信濃川
阿賀野川

長良川

吉野川

筑後川

紀ノ川
熊野川

富士川
大井川

浜名湖

宍道湖 中海

岩木川

米代川

雄物川

猪苗代湖

十和田湖

小川原湖

サロマ湖

支笏湖

屈斜路湖

洞爺湖

霞ヶ浦

庄川

九頭竜川

淀川
琵琶湖

由良川

江の川

那珂川

荒川

四万十川

五ヶ瀬川

大淀川

十勝岳

幌尻岳

羊蹄山

大雪山

富士山

岩木山 八甲田山

岩手山

早池峰山
鳥海山

蔵王山

月山

磐梯山

燧ヶ岳

男体山浅間山

白馬岳

妙高山

立山

穂高岳

御嶽山

白山
八ヶ岳

駒ヶ岳 北岳

赤石岳

那須岳

大台ヶ原山
剣山

石槌山

阿蘇山

雲仙岳

御岳

霧島山

大山 氷ノ山

宮之浦岳

常緑針葉樹林帯潜在的ブナ帯ブナ・ミズナラ帯照葉樹林帯

ブナ林帯の北限
寿都・黒松内・長万部ライン

日本におけるブナ林帯の分布

『森と木のある生活』市川健夫 （白水社 1998） 85 ページの図をもとに編集部で作図
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私
が
住
む
長
野
県
北
部
の
場
合
、
暖

か
さ
の
指
数
が
１
０
０
℃
、
寒
さ
の
指

数
が
マ
イ
ナ
ス
16
℃
と
な
っ
て
お
り
、

照
葉
樹
林
は
生
育
で
き
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
私
は
、
照
葉
樹
林
文
化
論
に
対
し

て
、
日
本
に
お
い
て
も
ブ
ナ
林
帯
文
化

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
提
唱
し
た

の
で
す
。

水
稲
は
夏
作
物
で
す
か
ら
、
短
期
間

で
あ
っ
て
も
夏
の
高
温
に
よ
っ
て
生
育

で
き
ま
す
が
、
永
年
作
物
で
あ
る
茶
は

冬
の
寒
さ
で
凍
害
を
受
け
ま
す
。

と
こ
ろ
が
晩
秋
か
ら
大
量
に
雪
が
降

っ
て
根
雪
に
な
る
地
域
で
は
、
積
雪
に

守
ら
れ
て
茶
の
木
が
枯
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
北
緯
40
度
を
超
え
る
秋
田

県
能
代
市
で
、
茶
が
生
産
で
き
る
の
は
、

１
ｍ
以
上
に
も
な
る
積
雪
の
お
陰
で
す
。

明
治
政
府
が
殖
産
興
業
政
策
と
し
て

行
な
っ
た
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
は
、
こ
う

し
た
植
生
を
無
視
し
た
政
策
で
失
敗
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
１
９
５
３
年
（
昭
和

28
）
に
東
北
地
方
で
起
き
た
大
冷
害
に

お
け
る
被
害
も
同
様
で
す
。

こ
う
し
た
例
は
、
日
本
を
画
一
的
に

照
葉
樹
林
帯
に
属
す
る
と
誤
解
し
た
過

ち
で
、
風
土
を
無
視
し
た
農
政
の
失
敗

で
す
。
ブ
ナ
林
帯
で
は
照
葉
樹
林
文
化

が
風
土
に
合
わ
な
い
こ
と
は
当
た
り
前

の
こ
と
な
の
で
す
。

ブ
ナ
林
帯
文
化
の
再
考

私
は
１
９
５
０
年
代
（
昭
和
25
〜
）
か

ら
、
日
本
に
お
け
る
高
冷
地
と
寒
冷
地

研
究
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の

地
域
は
森
林
植
生
の
上
で
は
ブ
ナ
林
帯

に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
辺
境
の

地
と
見
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
世
界

的
に
見
た
ら
け
っ
し
て
厳
し
い
酷
寒
の

地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
真
夏

で
も
冷
涼
で
、
快
適
に
過
ご
せ
る
居
住

環
境
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
ブ
ナ
林
帯
の
風

土
を
知
っ
て
、
適
切
な
対
応
を
す
る
知

恵
が
必
要
で
す
。

例
え
ば
、
﹁
西
の
牛
に
東
の
馬
﹂
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
東
日
本
で
馬
が
卓

越
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。

気
候
が
冷
涼
な
地
域
が

多
い
た
め
に
、
馬
の
ほ
う

が
︿
糞
畜
﹀
と
し
て
優
れ

て
い
る
か
ら
で
す
。
馬
の

厩
肥
の
発
酵
温
度
は
牛
よ

り
も
６
℃
も
高
い
の
で
す
。

耕
地
面
積
が
広
く
田
植
え
の
適

期
が
短
期
間
で
あ
る
東
日
本
で
は
、

脚
の
速
い
馬
が
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

加
え
て
反
芻
動
物
で
な
い
た
め
、

飼
料
の
熱
効
率
が
低
く
、
牛
に
比

べ
て
30
％
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す

る
馬
は
、
農
地
開
発
が
遅
れ
た
た
め
に

粗
飼
料
の
供
給
地
が
豊
富
に
残
っ
て
い

た
東
日
本
の
ほ
う
が
適
し
て
い
た
の
で

す
。ブ

ナ
林
帯
で
風
土
認
識
を
改
め
た
い

も
の
の
筆
頭
に
、
住
宅
が
あ
り
ま
す
。

兼
好
法
師
が
﹁
住
ま
い
は
夏
を
も
っ
て
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宗
と
す
べ
し
﹂
と
﹃
徒
然
草
﹄
で
述
べ

た
の
は
、
照
葉
樹
林
帯
で
の
話
で
す
。

第
二
次
大
戦
前
、
当
時
の
植
民
地
で

あ
っ
た
樺
太
（
現
・
サ
ハ
リ
ン
）
に
住
ん
だ

日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
の
燃
料
消
費
量
は

36
対
１
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
バ
ラ
ッ
ク

の
よ
う
な
小
屋
と
ル
ン
ペ
ン
ス
ト
ー
ブ

対
イ
ズ
バ
建
築
（
丸
太
を
横
積
み
し
た
校
倉
構

法
の
民
家
）
と
ペ
チ
カ
の
違
い
が
、
燃
料

消
費
に
格
差
を
生
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、

住
人
の
健
康
や
生
命
に
も
多
大
な
影
響

を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

最
近
で
は
や
っ
と
日
本
で
も
二
重
窓

が
普
及
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
だ
け

で
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
節
約
に
大
い
に
貢

献
で
き
ま
す
。

入
母
屋
造
り
の
住
宅
は
、
気
候
が
温

暖
な
近
畿
地
方
の
中
央
部
で
発
達
し
た

様
式
で
す
。
寺
院
に
多
く
、
格
式
が
高

い
と
さ
れ
る
た
め
に
、
経
済
的
に
余
裕

の
あ
る
人
が
入
母
屋
造
り
の
家
を
建
て

た
が
り
ま
す
が
、
寒
冷
で
雪
が
多
い
ブ

ナ
林
帯
で
採
用
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
森
林
と
生
活
の
深
い
結

び
つ
き
に
も
、
風
土
に
根
ざ
し
た
理
由

が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
み
な
さ

ん
が
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
る
よ
う
に

願
っ
て
い
ま
す
。

焼
畑
耕
作
の
消
滅

か
つ
て
の
武
蔵
野
台
地
や
房
総
半
島
、

三
浦
半
島
と
い
っ
た
関
東
平
野
に
は
、

広
い
照
葉
樹
林
帯
が
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
は
焼
畑
耕
作
に
よ
っ
て

消
失
し
ま
す
。
雑
木
林
と
呼
ば
れ
て
い

る
コ
ナ
ラ
・
ク
ヌ
ギ
や
赤
松
の
林
は
、

焼
畑
の
跡
地
に
で
き
た
二
次
林
で
す
。

焼
畑
耕
作
も
西
日
本
の
照
葉
樹
林
帯

と
東
日
本
の
ブ
ナ
林
帯
で
は
、
や
り
方

が
違
い
ま
す
。

照
葉
樹
林
帯
で
は
、
冬
の
う
ち
に
森

林
を
伐
採
し
、
春
先
に
野
火
を
つ
け
て

焼
き
、
す
ぐ
に
種
を
蒔
く
の
で
、
焼
き

払
っ
た
初
年
度
か
ら
粟
・
黍

き
び

な
ど
が
栽

培
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
ブ
ナ
林
帯
で
は
雪
が
深
く

春
の
種
蒔
き
に
間
に
合
わ
な
い
た
め
、

梅
雨
明
け
し
た
あ
と
に
火
を
入
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
初
年
度
の
穀
作
は
蕎
麦

そ
ば

ぐ
ら

い
し
か
蒔
け
な
い
の
で
す
。
日
本
で
蕎

麦
食
が
東
日
本
に
偏
在
し
て
い
る
の
は
、

こ
う
し
た
焼
畑
耕
作
と
関
連
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

焼
畑
は
４
〜
６
年
間
輪
作
を
繰
り
返

し
て
か
ら
放
棄
さ
れ
、
森
林
に
転
用
さ

れ
ま
し
た
。
栽
培
さ
れ
た
の
は
、
蕎
麦
、

粟
、
大
豆
、
荏
胡
麻

え
ご
ま

、
里
芋
、
赤
蕪
、

あ
ず
き
な
ど
で
、
こ
れ
ら
は
典
型
的
な

焼
畑
作
物
で
す
。

１
９
６
０
年
代
（
昭
和
35
〜
）
の
拡
大

造
林
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
切
替
畑
に

杉
・
檜

ひ
の
き

が
植
林
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
野
火
を
入
れ
た
あ

と
１
年
間
お
い
た
だ
け
で
、
切
替
畑
に

使
わ
れ
ず
に
直
ち
に
植
林
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
こ
で
造
林
は
急
ピ
ッ
チ

で
進
み
ま
し
た
が
、
新
た
な
焼
畑
用
地

が
な
く
な
っ
た
１
９
７
０
年
代
（
昭
和
45

〜
）
後
半
か
ら
一
気
に
過
疎
化
が
進
み

ま
し
た
。

景
観
的
な
美
し
さ
だ
け
で
な
く

武
蔵
野
な
ど
に
残
っ
た
二
次
林
は
、

西
日
本
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
平
地

林
で
す
。
狭
い
沖
積
平
野
し
か
持
た
な

い
我
が
国
に
お
い
て
、
特
に
西
日
本
で

は
早
く
か
ら
水
田
と
し
て
開
発
さ
れ
尽

く
し
た
た
め
に
、
平
地
林
は
残
さ
れ
な

か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

東
海
地
方
に
は
牧
ノ
原
・
磐
田
原
・

三
方
ヶ
原
と
い
う
﹁
遠
州
の
三
大
原
野
﹂

が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
多
く

は
明
治
に
な
っ
て
開
拓
さ
れ
農
地
に
変

わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
関
東
平
野
に

平
地
林
が
残
っ
た
の
は
、
強
酸
性
で
痩

せ
た
火
山
灰
質
の
土
壌
ゆ
え
に
、
水
田

で
は
な
く
畑
作
が
多
く
、
有
機
質
の
堆

肥
を
必
要
と
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。山

付
き
の
農
村
な
ら
、
山
間
部
で
刈

敷
も
得
ら
れ
ま
す
が
、
洪
積
台
地
が
広

が
る
と
い
う
地
形
的
な
条
件
で
す
か
ら
、

平
地
林
を
入
会
で
使
っ
て
落
葉
を
施
肥

と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

関
東
平
野
で
は
そ
の
よ
う
な
平
地
林

を
﹁
山
﹂
と
呼
び
ま
す
。
鹿
児
島
県
大

隅
半
島
の
シ
ラ
ス
台
地
で
も
同
様
で
す
。

﹁
お
じ
い
さ
ん
が
山
に
柴
刈
り
に
﹂
の

山
は
薪
を
取
る
農
用
林
野
の
こ
と
で
、

山
地
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

今
で
も
、
﹁
山
﹂
の
自
然
保
護
に
熱

心
な
生
態
学
者
ま
で
が
雑
木
林
と
呼
ん

で
は
ば
か
り
ま
せ
ん
。

20
世
紀
初
頭
は
日
本
に
産
業
革
命
が

勃
興
し
た
時
代
で
、
自
然
主
義
文
学
が

開
花
し
ま
し
た
。﹃
武
蔵
野
﹄（
民
友
社
１

９
０
１
）
で
国
木
田
独
歩
が
、
ま
た
﹃
自

然
と
人
生
﹄（
国
民
新
聞
１
９
０
０
）
で
徳

富
蘆
花
が
、
雑
木
林
の
美
し
さ
を
述
べ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
生
産
の
傍
観
者
で
あ
っ
た

都
市
民
は
﹁
山
﹂
が
農
用
林
野
で
あ
っ

た
記
憶
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
平
地
林
を

美
し
い
自
然
だ
と
認
識
し
た
も
の
の
、

農
業
生
産
の
場
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
本
人
は
ま
ず
水
稲
栽
培
を
基
本
と

す
る
照
葉
樹
林
文
化
複
合
に
基
層
文
化

の
源
を
求
め
、
ブ
ナ
林
帯
の
持
つ
独
自

性
を
見
失
い
ま
し
た
。
次
に
拡
大
造
林

で
培
わ
れ
た
人
工
林
を
美
林
と
し
て
尊

重
し
て
、
経
済
的
価
値
の
低
い
広
葉
樹

林
を
雑
木
林
と
し
て
蔑
視
し
て
き
ま
し

た
。こ

う
し
た
認
識
は
、
森
林
と
人
の
暮

ら
し
が
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
大
変
残
念
な
こ
と
で
す
。
か
つ
て

の
密
接
な
か
か
わ
り
を
掘
り
起
こ
し
、

時
代
を
経
て
形
が
変
わ
っ
て
も
、
そ
の

関
係
性
を
守
り
続
け
る
大
切
さ
を
伝
え

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

森
と
林
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

英
語
で
は
森
と
林
を
そ
れ
ぞ
れ

fo
re

st

とw
o

o
d

、
ド
イ
ツ
語
でF

o
rst

とW
a

ld

、
フ
ラ
ン
ス
語
でfo

rê
t

と

bois

と
使
い
分
け
し
て
い
ま
す
。

日
本
語
で
も
森
と
林
と
い
う
語
が
あ

り
ま
す
が
、
違
い
に
つ
い
て
は
あ
ま
り

意
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
本
来
、
林
と

は
用
材
・
薪
炭
・
落
葉
な
ど
を
得
る
た

め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
直
接
的
な

経
済
性
を
目
的
と
し
な
い
場
合
は
森
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
寺
社
や
公
園
、
屋

敷
森
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

私
た
ち
は
と
か
く
林
に
ば
か
り
目
を

向
け
が
ち
で
し
た
が
、
公
共
的
な
働
き

を
持
つ
森
に
も
、
も
っ
と
意
識
を
向
け

る
時
代
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。世

界
遺
産
に
な
っ
た
白
神
山
地
の
よ

う
に
、
東
日
本
に
は
、
幸
い
に
し
て
残

さ
れ
た
ブ
ナ
林
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら

を
次
世
代
に
守
り
伝
え
る
に
は
、
経
済

性
と
い
っ
た
単
一
の
価
値
観
に
と
ら
わ

れ
て
い
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
森
林
の
持

つ
、
森
と
し
て
の
機
能
を
積
極
的
に
見

出
し
て
い
く
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
は
大

切
な
こ
と
で
し
ょ
う
。




