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林政史が語る日本の森

永田信
ながたしん

東京大学大学院農学生命科学研究科教授

1976年、東京大学大学院農学系研究科林学専
門課程博士課程入学。アメリカ・Amherst大学、
Yale大学大学院博士課程（経済学部）入学。北
海道大学経済学部助教授、東京大学農学部助教
授を経て、1996年より現職。

主な著書、論文に「世界と日本の森林・林業」
（『現代森林政策学』日本林業調査会 2008）、
「新たな墓地形態としての樹木葬墓地の現状と
今後の課題」（共著／『林業経済』林業経済研
究所 2008）、「社会的共通資本としての森林」
（佐々木恵彦・木平勇吉・鈴木和夫編／『森林
科学』文永堂 2007）ほか

日本の森林は、豊富にあるけれど使われずに荒廃していると思っていましたが、

実はストックを上回る量の木材が使われていて、

自給率を上げるにも限界があることが、永田信さんのお話からわかりました。

木材の安全保障という発想からも、

森林資源を「つくる」ことと「使う」ことのバランスを取り、

木材の出所に気を配り、使い方まで再考する時期にきているようです。

昔
々
あ
る
所
に

私
は
い
つ
も
学
生
に
、
講
義
の
最
初

の
と
こ
ろ
で
、
桃
太
郎
の
話
を
し
ま
す
。

﹁
昔
々
あ
る
所
に
、
お
じ
い
さ
ん
と

お
ば
あ
さ
ん
が
あ
り
ま
し
た
。
お
じ
い

さ
ん
は
山
に
シ
バ
刈
り
に
﹂
と
、
こ
こ

で
話
を
終
え
る
ん
で
す
。

林
学
を
学
ぶ
学
生
た
ち
に
ま
ず
話
を

し
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、

日
本
の
森
林
と
い
う
も
の
は
、
誰
が
持

っ
て
い
て
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
利
用

し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
の
森
林
に
つ
い
て
は
も
っ
と
遡
っ

た
話
も
で
き
ま
す
が
、
お
じ
い
さ
ん
が

山
に
シ
バ
刈
り
に
行
っ
て
い
た
と
い
う

話
か
ら
は
、
江
戸
時
代
の
こ
ろ
の
典
型

的
な
利
用
の
在
り
方
が
学
べ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
桃
太
郎
の
話
を

引
き
合
い
に
出
す
わ
け
で
す
。

ま
ず
﹁
シ
バ
刈
り
っ
て
な
ん
だ
か
わ

か
る
か
﹂
と
、
学
生
に
聞
く
。
や
は
り

草
冠
の
ほ
う
の
﹁
芝
﹂
し
か
出
て
き
ま

せ
ん
。
し
か
し
お
じ
い
さ
ん
が
山
に
取

り
に
行
っ
た
の
は
下
に
木
が
つ
い
て
い

る
﹁
柴
﹂
の
ほ
う
で
す
ね
。
小
柴
と
い

う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
。
薪
に
す
る
た

め
の
小
枝
な
ど
の
細
い
木
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
﹁
お
じ
い
さ
ん
が
行
っ
た

と
い
う
山
は
、
誰
の
山
だ
っ
た
ん
だ
ろ

う
か
﹂
と
聞
く
と
、
た
い
て
い
の
学
生

は
ポ
カ
ン
と
し
ま
す
。

お
じ
い
さ
ん
が
山
持
ち
で
あ
っ
て
、

自
分
の
山
か
ら
柴
を
刈
っ
て
く
る
と
い

う
こ
と
で
し
た
ら
、
桃
太
郎
が
頑
張
る

必
要
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

れ
じ
ゃ
あ
、
人
様
の
山
だ
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
盗
ん
で
き
た
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
ま
た
困

っ
た
話
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
お
じ
い
さ
ん
だ
け
で
は
な

く
同
じ
よ
う
な
立
場
の
人
が
い
っ
ぱ
い

い
て
、
み
ん
な
で
使
っ
て
い
る
よ
う
な

山
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く

江
戸
時
代
に
は
、
こ
の
お
じ
い
さ
ん
の

よ
う
な
人
が
た
く
さ
ん
い
て
使
っ
て
い

く
﹁
入
会
山

い
り
あ
い
や
ま

﹂
の
よ
う
な
山
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
話
か
ら
入
る
ん

で
す
ね
。

日
本
人
は
こ
の
よ
う
に
し
て
森
林
を

利
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
維
新
に

な
っ
て
、
こ
の
利
用
方
法
が
大
き
く
変

わ
り
ま
し
た
。
一
番
大
き
な
変
化
は
、

地
租
改
正
で
す
。

地
租
改
正
で
は
地
券
と
い
う
も
の
を

発
行
し
て
、
誰
が
土
地
を
持
っ
て
い
る

の
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
所
有
者

が
税
金
を
納
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
税
金
は
、

原
則
と
し
て
貨
幣
で
納
め
ま
す
。
そ
れ

ま
で
の
税
金
で
あ
る
年
貢
は
、
お
米
で

納
め
て
い
ま
し
た
。

秋
田
の
杉
で
あ
る
と
か
、
木
曽
の

檜
ひ
の
き

は
藩
や
幕
府
が
治
め
て
い
た
の
で
、

個
人
所
有
に
は
し
な
い
で
明
治
政
府
が

召
し
上
げ
ま
し
た
。

問
題
は
入
会
の
山
な
ん
で
す
が
、
地

券
を
発
行
し
て
税
金
を
納
め
て
も
ら
う

と
い
っ
て
も
た
い
し
た
額
に
も
な
り
ま

せ
ん
。
当
初
は
︿
比
隣
保
証
﹀
と
い
っ

て
隣
村
が
Ｏ
Ｋ
を
す
れ
ば
認
め
ま
す
よ
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
こ

れ
だ
と
入
会
山
の
ま
ま
民
有
地
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
後
︿
明
文
保
証
﹀

と
い
っ
て
明
ら
か
な
書
に
な
っ
て
い
な

い
と
認
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
変
わ

り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
入
会
の
山
と

い
う
の
は
多
く
が
官
有
地
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
し
か
し
要
存
地
、
不
要
存

地
、
つ
ま
り
お
金
に
な
る
所
と
な
ら
な

い
所
を
分
け
て
、
役
に
立
た
な
い
所
は

払
い
下
げ
る
と
い
う
こ
と
を
し
ま
し
た
。

明
治
政
府
は
地
価
と
い
う
も
の
を
定

め
て
、
そ
の
３
％
を
地
租
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
地
価
の
考
え
方
で
計
算
す
る
と
、

収
穫
高
の
６
割
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
、
非

常
に
高
率
の
税
金
で
全
国
を
統
一
し
た

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
血
税
と
い
う
こ
と
で
、
暴
動

が
起
き
た
り
し
て
、
大
変
問
題
に
な
り
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ま
し
た
。
そ
の
後
2.5
％
に
引
き
下
げ
て
、

収
穫
高
の
５
割
に
落
ち
つ
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
は
禿
げ
山
だ
っ
た
か

江
戸
時
代
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
い

ろ
い
ろ
な
見
方
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
、
デ
ー
タ
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
本
当
の
と
こ
ろ
が
ど

う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
当
時
の
写
真
や
絵
を
見

る
と
、
確
か
に
森
林
が
豊
か
で
あ
っ
た

よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
広
重
の
絵
を

見
て
も
、
山
が
緑
に
塗
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
か
ら
、
お
そ
ら
く
荒
れ
て
い
た
ん
だ

と
思
い
ま
す
。

た
だ
私
は
、
桃
太
郎
の
お
じ
い
さ
ん

た
ち
の
よ
う
な
人
た
ち
に
管
理
を
さ
れ

て
い
た
森
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
に
ひ

ど
い
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
明
ら
か
に
村
が
管
理
し
な

が
ら
使
っ
て
い
た
と
き
に
は
、
み
ん
な

で
守
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。

豊
か
な
山
で
は
な
く
て
も
、
伐
っ
た

あ
と
か
ら
芽
生
え
た
︿
ひ
こ
ば
え
﹀
も

利
用
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
。
︿
ひ
こ

ば
え
﹀
の
こ
と
を
、
我
々
の
業
界
で
は

萌
芽

ぼ

う

が

更
新

こ
う
し
ん

と
呼
び
ま
す
。
萌
芽
と
書
い

て
、
な
ぜ
か
︿
ぼ
う
が
﹀
と
読
み
ま
す
。

ま
た
、
次
の
世
代
に
な
る
こ
と
を
更
新

と
呼
ぶ
の
も
、
こ
の
業
界
特
有
の
こ
と

で
す
ね
。

お
そ
ら
く
、
江
戸
時
代
全
般
を
通
し

て
禿
げ
山
が
増
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
は
な
く
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
幕
府

の
統
治
が
う
ま
く
機
能
し
な
く
な
っ
て

か
ら
、
ま
た
明
治
時
期
の
混
乱
期
に
禿

げ
山
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

世
界
を
見
回
し
て
豊
か
に
森
林
が
あ

る
所
と
い
う
の
は
、
ま
ず
は
既
発
展
国

で
す
。
発
展
途
上
国
は
、
森
林
が
ぐ
ん

ぐ
ん
減
少
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
既
発
展
国
が
ず
っ
と

昔
か
ら
引
き
続
い
て
緑
豊
か
だ
っ
た
か
、

と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

例
え
ば
日
本
の
場
合
を
見
て
も
、
そ
れ

は
明
ら
か
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
森
林
と
い
う
の
は
い
っ

た
ん
貧
し
く
な
っ
て
再
び
豊
か
に
な
る

と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。
私
は
、

そ
れ
を
Ｕ
字
型
仮
説
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

で
は
、
日
本
に
お
け
る
Ｕ
字
型
の
底

と
い
う
の
は
、
い
つ
ご
ろ
だ
っ
た
の
か
。

地
目
上
で
森
林
と
い
う
名
前
に
な
っ
て

い
る
も
の
だ
け
し
か
デ
ー
タ
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
１
９
１
０
年
（
明
治
43
）
ご
ろ

が
底
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ

と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

し
か
し
、
北
海
道
は
少
し
事
情
が
違

い
ま
す
。
北
海
道
の
国
有
林
は
、
は
じ

め
内
務
省
が
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

な
ぜ
内
務
省
が
持
っ
て
い
た
か
と
い

う
と
、
森
林
経
営
を
し
て
い
く
場
所
で

は
な
く
開
発
用
地
で
あ
る
、
と
い
う
考

え
か
ら
で
は
な
い
か
。
実
際
に
北
海
道

の
森
林
は
、
そ
の
後
ず
っ
と
開
発
が
進

ん
で
い
き
ま
す
。

そ
れ
で
北
海
道
を
合
わ
せ
て
１
９
１

０
年
（
明
治
43
）
ご
ろ
底
が
き
て
い
る
の

で
、
本
州
・
四
国
・
九
州
だ
け
を
見
れ

ば
、
も
う
少
し
前
の
時
代
に
底
が
き
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

治
水
三
法
と
呼
ば
れ
る
河
川
法
が
１

８
９
６
年
（
明
治
29
）
、
砂
防
法
と
森
林

法
が
１
８
９
７
年
（
明
治
30
）
に
で
き
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
法
律
が
で
き
た
の

は
、
お
そ
ら
く
１
８
９
７
年
（
明
治
30
）

ご
ろ
か
ら
山
や
川
が
荒
れ
て
い
る
と
い

う
認
識
が
生
ま
れ
、
﹁
対
処
し
な
く
て

は
﹂
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
た
か
ら
だ

と
思
う
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
戦
争
中
の
混
乱
期
に
も
、

禿
げ
山
が
増
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら

戦
後
の
林
業
政
策
は
、
そ
う
し
た
木
の

生
え
て
い
な
い
所
に
植
林
し
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
な
の
で
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
と
薪
炭
山

し
ん
た
ん
や
ま

日
本
の
森
林
の
中
で
は
、
お
そ
ら
く
、

人
が
木
を
伐
っ
て
、
芽
生
え
を
育
て
な

が
ら
使
う
と
い
う
よ
う
な
薪
炭
山
が
非

常
に
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
は
ず

で
す
。
人
の
手
が
入
っ
て
い
な
い
森
林

︵
原
生
林
︶
と
い
う
の
は
、
日
本
に
は

ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
言
っ
て
構
わ
な
い

で
し
ょ
う
。

二酸化炭素吸収
　化石燃料代替
　　保健・レクリエーション

表面侵食防止

表層崩壊防止

洪水緩和

水資源貯留

水質浄化

水質浄化

水資源貯留

二酸化炭素吸収

保健・レクリエーション

洪水緩和
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表層崩壊防止

146,361億円

87,407億円

12,391億円

2,261億円

64,686億円

282,565億円

84,421億円

木材

食材（きのこ等）

3,838億円

2,888億円

木材

食材
環境 資源としての機能経済資源としての機能

70兆2,638億円

6,726億円

森林の
環境資源としての機能
経済資源としての機能
林野庁HPおよび日本学術会議「地球環境・人
間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機
能の評価について（答申）」より編集部で作図
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︿
拡
大
造
林
﹀
と
い
う
の
は
不
思
議

な
言
葉
で
、
本
来
は
木
が
な
い
所
に
木

を
植
え
る
と
い
う
の
が
本
来
の
意
味
で

し
ょ
う
。
し
か
し
日
本
で
は
林
種
転
換

で
、
薪
炭
山
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
天

然
林
を
人
工
林
に
す
る
の
も
︿
拡
大
造

林
﹀
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

林
種
転
換
は
、
供
給
す
る
山
村
側
の

問
題
と
消
費
す
る
都
市
側
の
問
題
と
い

う
、
二
つ
の
こ
と
が
同
時
に
起
き
た
こ

と
で
、
飛
躍
的
に
進
み
ま
し
た
。

山
村
側
の
問
題
と
し
て
は
、
山
か
ら

人
が
減
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薪
や
炭
の

価
格
が
上
が
っ
て
い
く
こ
と
。
都
市
側

の
問
題
と
し
て
は
、
ガ
ス
や
電
気
の
利

便
性
が
認
知
さ
れ
、
収
入
が
増
え
て
可

能
に
な
れ
ば
、
薪
や
炭
で
は
な
く
ガ
ス

や
電
気
を
使
い
た
い
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
に
よ
っ
て
薪
や
炭

を
つ
く
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
薪
炭

山
が
、
加
速
度
的
に
意
味
を
失
っ
て
い

き
ま
し
た
。

拡
大
造
林
の
時
代

で
は
、
な
ぜ
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

戦
争
で
焼
け
出
さ
れ
た
り
、
外
地
か

ら
引
き
上
げ
て
き
て
住
む
家
が
な
い
人

た
ち
の
た
め
に
、
大
量
の
住
宅
需
要
が

引
き
起
こ
さ
れ
木
材
不
足
に
陥
る
と
い

う
背
景
が
あ
っ
て
、
木
材
が
大
変
な
投

資
目
的
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め

に
、
三
つ
の
対
策
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

ま
ず
は
国
有
林
で
の
伐
採
。
も
う
一

つ
は
、
港
湾
を
整
備
し
て
、
外
材
を
輸

入
し
ま
し
た
。
三
つ
目
は
、
人
工
造
林

を
進
め
て
製
材
が
取
れ
る
よ
う
な
木
材

生
産
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
加
え
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命

が
起
こ
り
、
薪
や
炭
が
石
油
・
石
炭
に

急
激
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

一
方
で
国
有
林
の
伐
採
と
い
う
の
は
、

ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ま

で
は
、
生
長
量
に
見
合
っ
た
分
だ
け
を

伐
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
っ
て
い
た
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
か
ら
は
技
術
の

発
達
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も

っ
と
大
き
な
生
長
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た

生
長
量
を
上
回
っ
て
伐
っ
て
も
い
い
ん

だ
、
と
い
う
考
え
方
が
主
張
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
国
有
林

の
伐
採
が
ど
ん
ど
ん
進
め
ら
れ
、
こ
う

し
た
無
理
を
し
た
こ
と
が
、
今
日
の
国

有
林
の
赤
字
の
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
外
材
導
入
で
す
が
、
港

湾
整
備
だ
け
で
な
く
、
関
税
を
下
げ
て
、

外
材
を
輸
入
し
や
す
く
す
る
政
策
を
進

め
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
今
日
の
国
産

材
自
給
率
の
低
下
を
招
き
ま
し
た
。
２

０
０
８
年
（
平
成
20
）
あ
た
り
は
24
％
で

少
し
上
が
っ
て
い
ま
す
が
、
一
時
期
は

18
％
ま
で
下
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

戦
後
す
ぐ
の
外
貨
の
割
り
当
て
が
な
か

っ
た
こ
ろ
は
自
給
率
が
ほ
ぼ
１
０
０
％

だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
大
変
な
減
少

の
仕
方
で
す
。
た
し
か
、
１
９
６
９
年

（
昭
和
44
）
に
ち
ょ
う
ど
50
％
だ
っ
た
と

記
憶
し
て
い
ま
す
。

単
に
自
給
率
を
見
る
の
で
は
な
く
、

今
日
の
需
要
の
中
身
を
見
て
い
き
ま
す

と
、
紙
と
製
材
で
80
％
を
越
し
て
い
て
、

そ
の
あ
と
に
合
板
が
続
く
、
と
い
う
よ

う
な
内
訳
に
な
っ
て
い
ま
す
。

実
は
、
合
板
は
も
と
も
と
は
南
洋
材

の
ラ
ワ
ン
が
主
流
で
し
た
か
ら
、
合
板

の
自
給
率
は
非
常
に
低
い
。
ま
た
紙
は

為
替
の
影
響
を
も
ろ
に
受
け
る
存
在
で

も
あ
り
、
紙
の
自
給
率
も
10
％
程
度
で

す
。
こ
れ
ら
の
自
給
率
が
低
い
こ
と
が
、

木
材
全
体
の
自
給
率
を
下
げ
る
大
き
な

要
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。
製
材
だ
け
に

つ
い
て
み
る
と
、
自
給
率
は
40
％
ぐ
ら

い
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
が
み
ん
な
重
な
っ
て
、

そ
れ
ま
で
天
然
林
で
あ
っ
た
森
林
を
杉

や
檜
の
人
工
林
に
変
え
る
政
策
が
、
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す
か
ら
、
縄
文
時
代
ま
で
戻
る
こ
と
は

不
可
能
で
す
。

日
本
に
お
け
る
こ
の
度
の
人
口
減
少

は
、
長
い
歴
史
に
お
け
る
４
回
目
の
人

口
減
少
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
て
、
縄

文
時
代
に
も
人
口
減
少
が
起
き
て
い
ま

す
。大

規
模
な
人
口
減
少
は
、
森
林
の
増

加
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
Ｕ
字
型
で
は
な
く

Ｗ
字
型
回
復
で
す
。
黒
死
病
の
影
響
で

人
口
が
減
少
し
た
と
き
に
、
森
林
増
大

に
転
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の

人
口
増
減
は
、
そ
の
速
度
が
ゆ
っ
く
り

で
す
の
で
、
再
び
人
口
増
加
に
転
じ
て

も
、
森
林
の
減
少
に
結
び
つ
く
よ
う
な

こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

韓
国
で
は
木
の
本
数
で
は
な
く
て
ボ

リ
ュ
ー
ム
で
見
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
、

と
考
え
て
い
ま
す
。
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
こ

と
を
、
業
界
用
語
で
材
積

ざ
い
せ
き

と
呼
ん
で
い

ま
す
。
普
通
は
体
積
と
か
容
積
と
い
い

ま
す
が
、
木
材
の
体
積
と
い
う
こ
と
で

材
積
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。

現
在
、
日
本
に
ど
れ
だ
け
の
量
の
木

が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

森
林
簿
を
も
と
に
す
る
や
り
方
と
サ
ン

プ
リ
ン
グ
法
の
２
つ
の
量
り
方
が
あ
り

ま
す
。

人
工
林
は
面
積
と
林
齢
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
だ
い
た
い
に
お
い
て
補
助
金

で
植
林
し
て
い
ま
す
か
ら
、
報
告
の
た

め
に
こ
う
し
た
デ
ー
タ
が
森
林
簿
と
い

う
帳
簿
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
本
数

も
森
林
簿
に
残
っ
て
い
ま
す
。
林
齢
に

沿
っ
た
地
域
ご
と
の
生
長
量
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
こ
の
林
齢
の
樹
木
が
何
本
あ

れ
ば
こ
れ
ぐ
ら
い
の
材
積
に
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
よ
う
に
標
準
値
を
も
と
に

し
て
計
算
で
き
る
の
で
す
。
木
は
生
長

し
ま
す
か
ら
、
帳
簿
上
、
木
の
材
積
は

増
え
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
日
本
の
森
林
面
積
は
約
２
５

０
０
万
ha
で
す
。
５
％
近
く
が
無む

立
り
ゅ
う

木ぼ
く

地ち

で
す
か
ら
、
95
％
が
森
林
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
の
量
り
方
は
、
あ
ま
り
公

表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
サ
ン
プ
リ
ン

グ
で
や
る
方
法
で
す
。
世
界
的
に
は
サ

ン
プ
リ
ン
グ
法
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
Ｃ
Ｏ
2

の
吸
収
源
と
し
て

の
森
林
評
価
な
ど
は
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ

法
か
ら
算
出
さ
れ
た
数
値
が
も
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
森
林
簿
を
も
と
に
し
て
計

算
し
て
お
り
、
こ
の
や
り
方
に
つ
い
て

は
国
際
的
に
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
実
際
に
調
べ
て
み
る
と
間
伐

が
遅
れ
て
い
る
地
域
で
は
生
長
が
標
準

値
に
満
た
な
い
場
合
が
あ
り
、
必
ず
し

も
実
勢
に
見
合
っ
て
い
る
と
は
い
え
ま

せ
ん
。

も
う
一
つ
問
題
な
の
は
、
生
長
曲
線

と
呼
ば
れ
る
標
準
値
が
、
古
い
デ
ー
タ

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
戦
後
ま
も
な
く

は
若
木
の
段
階
、
つ
ま
り
木
が
大
き
く

な
る
前
に
伐
っ
て
し
ま
う
の
が
普
通
だ

っ
た
ん
で
す
。
杉
や
檜
の
標
準
伐
木
齢

が
、
35
〜
40
年
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
ろ

の
話
で
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
高
齢
で

残
っ
て
い
る
大
木
と
い
う
の
は
、
お
そ

ら
く
あ
ま
り
生
長
が
良
く
な
く
て
、
伐

ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
残
っ
て
い
る
よ

う
な
木
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
生
長
曲
線
を
描
け
ば
、
若
い

林
齢
の
木
は
旺
盛
に
生
長
し
ま
す
が
、

高
齢
の
木
は
あ
ま
り
生
長
し
な
い
と
い

う
カ
ー
ブ
が
描
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
樹
勢
が
あ
る
木
だ
っ

た
ら
、
高
齢
に
な
っ
て
も
も
っ
と
生
長

し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。

森
林
簿
の
デ
ー
タ
と
サ
ン
プ
リ
ン
グ

の
デ
ー
タ
に
食
い
違
い
が
生
じ
、
サ
ン

プ
リ
ン
グ
の
ほ
う
が
高
い
と
い
う
の
は
、

こ
の
よ
う
に
昔
の
生
長
曲
線
を
使
い
続

け
て
い
る
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

間
伐
の
必
要
性

多
分
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上

に
材
積
は
多
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

間
伐
を
す
る
と
木
と
木
の
間
が
空
き

ま
す
。
つ
ま
り
枝
︵
樹
冠
︶
を
伸
ば
す

空
間
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
樹
冠
に
葉

が
つ
い
て
い
て
、
葉
が
光
合
成
を
し
ま

す
か
ら
、
間
伐
を
し
て
樹
冠
が
空
く
と
、

一
時
的
に
上
長
生
長
が
抑
制
さ
れ
ま
す
。

や
が
て
空
い
て
い
た
隙
間
に
も
枝
が
伸

び
て
い
っ
て
、
樹
冠
が
ふ
さ
が
る
と
、

多
分
、
樹
冠
が
空
く
前
と
同
じ
よ
う
な

生
長
率
に
戻
る
わ
け
で
す
。

大
々
的
に
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

日
本
に
お
け
る
︿
拡
大
造
林
﹀
と
は
、

こ
の
よ
う
な
背
景
を
持
っ
た
出
来
事
で

す
。こ

れ
は
当
時
の
状
況
に
即
し
て
考
え

る
と
、
政
策
的
に
必
ず
し
も
間
違
っ
た

こ
と
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま

す
。
当
時
の
政
治
的
状
況
の
中
で
は
、

国
有
林
に
も
っ
と
伐
れ
、
と
い
う
圧
力

が
か
か
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
事
実
で

す
。
日
本
的
な
拡
大
造
林
は
、
必
要
な

こ
と
を
行
な
っ
た
結
果
だ
と
思
う
ん
で

す
ね
。

木
材
生
産
量
の
適
正
値

現
在
Ｃ
Ｏ
2

固
定
の
た
め
に
間
伐
を

頑
張
っ
て
や
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

出
す
ほ
う
は
熱
心
な
の
で
す
が
需
要
の

喚
起
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。

で
は
、
い
っ
た
い
ど
れ
ぐ
ら
い
が
日

本
の
木
材
生
産
量
の
適
正
値
な
の
で
し

ょ
う
か
。

新
し
く
政
権
与
党
に
な
っ
た
民
主
党

で
は
﹁
木
材
自
給
率
を
50
％
に
し
よ
う
﹂

と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
た
め
に

は
、
お
そ
ら
く
５
０
０
０
万
k
ぐ
ら
い

の
木
材
生
産
が
必
要
だ
ろ
う
と
い
わ
れ

て
い
る
ん
で
す
が
、
私
は
そ
の
数
字
は

少
し
大
き
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。

生
長
量
を
見
る
と
年
間
８
０
０
０
万

k
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
立
木
と

し
て
の
量
で
、
民
主
党
が
言
っ
て
い
る

５
０
０
０
万
k
は
丸
太
に
し
た
と
き
の

量
で
す
。
歩
留
ま
り
を
考
え
る
と
、
こ

れ
は
ぎ
り
ぎ
り
の
数
字
で
す
。
ぎ
り
ぎ

り
の
と
こ
ろ
ま
で
伐
っ
て
し
ま
っ
て
い

い
の
か
、
と
い
う
の
が
私
が
危
惧
す
る

と
こ
ろ
で
す
。

拡
大
造
林
で
人
工
林
を
つ
く
っ
て
い

た
の
は
、
１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
ぐ
ら

い
ま
で
で
す
。
こ
の
時
代
ま
で
は
、

﹁
こ
こ
に
は
こ
れ
以
上
人
工
造
林
を
す

る
べ
き
で
は
な
い
﹂
と
い
う
場
所
に
ま

で
植
林
し
て
い
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

人
工
林
の
生
産
に
向
か
な
い
所
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
い

う
年
間
生
長
量
８
０
０
０
万
k
と
い
う

の
は
一
つ
の
目
安
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り

ぎ
り
ぎ
り
ま
で
伐
っ
て
し
ま
う
と
弊
害

が
生
じ
る
恐
れ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
生
長
量
か
ら
見
た
ら
、
50
％

達
成
で
は
な
く
40
％
な
の
か
45
％
な
の

か
、
そ
れ
ぐ
ら
い
が
伐
っ
て
も
構
わ
な

い
木
材
生
産
量
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
が
擁
す
る
材
積

ざ
い
せ
き

は

私
が
先
程
申
し
上
げ
た
Ｕ
字
型
の
回

復
と
い
う
の
は
、
縄
文
時
代
に
は
お
そ

ら
く
森
林
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
だ
ろ
う

と
し
て
、
そ
こ
か
ら
使
い
続
け
て
明
治

の
は
じ
め
ご
ろ
に
谷
底
ま
で
き
た
。
そ

れ
以
降
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
回
復
基

調
に
あ
る
、
と
い
う
非
常
に
長
い
ス
パ

ン
で
の
話
で
す
。
回
復
し
て
い
る
と
は

い
っ
て
も
、
人
間
の
数
が
全
然
違
い
ま
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で
す
か
ら
間
伐
が
遅
れ
て
い
る
森
林

で
は
、
材
積
は
多
い
け
れ
ど
、
ひ
ょ
ろ

ひ
ょ
ろ
と
細
長
い
、
あ
ま
り
使
い
も
の

に
な
ら
な
い
木
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

間
伐
が
必
要
だ
と
い
う
理
由
は
、
こ

う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

特
に
檜
は
、
間
伐
を
し
な
い
で
お
く

と
、
森
林
を
ひ
ど
く
荒
廃
さ
せ
て
し
ま

い
ま
す
。
檜
林
に
は
下
草
が
生
え
な
い

上
に
、
檜
の
葉
は
分
解
し
に
く
い
の
で
、

そ
れ
が
土
壌
を
一
面
覆
う
よ
う
な
こ
と

に
な
っ
て
い
る
と
、
雨
水
が
浸
透
し
ま

せ
ん
。
表
土
も
流
れ
て
し
ま
い
、
明
ら

か
に
荒
れ
た
状
態
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
日
本
の
森
林
面
積
が
約
２
５

０
０
万
ha
、
そ
の
内
、
人
工
林
が
１
０

０
０
万
ha
。
間
伐
が
遅
れ
て
い
る
森
林

と
い
う
の
は
、
そ
の
１
０
０
０
万
ha
の

３
分
の
１
程
度
だ
と
思
い
ま
す
。

自
己
間
引
き
す
る
よ
う
な
樹
種
で
し

た
ら
、
間
伐
せ
ず
に
放
っ
て
お
い
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
と

こ
ろ
が
杉
や
檜
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん

ど
自
己
間
引
き
し
な
い
樹
種
な
ん
で
す

ね
。
し
か
も
表
土
が
流
れ
ま
す
か
ら
、

根
が
露
出
し
て
き
て
、
台
風
や
大
雨
の

と
き
に
倒
壊
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
き

て
く
る
の
で
す
。

国
有
林
と
民
有
林

国
有
林
は
東
北
、
北
海
道
に
多
く
残

っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
東
北
で
は

明
文
保
証
が
厳
し
く
実
践
さ
れ
た
の
で
、

国
有
林
に
な
っ
た
率
が
非
常
に
高
い
。

お
そ
ら
く
明
治
政
府
に
対
す
る
抵
抗
が

大
き
か
っ
た
た
め
に
、
政
治
的
な
理
由

か
ら
厳
し
く
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
民
有
林
と
し
て
認
め
ら
れ
た

入
会
の
山
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と

い
う
と
、
明
治
以
降
こ
の
行
政
単
位
は
、

お
そ
ら
く
江
戸
時
代
の
村
が
五
つ
か
六

つ
分
合
わ
せ
ら
れ
て
行
政
村

ぎ
ょ
う
せ
い
そ
ん

を
構
成
し
、

市
政
町
村
制
が
敷
か
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
村
の
人
た
ち
は
、
入
会
山

の
口
開
け
の
日
を
決
め
た
り
背
中
に
背

負
え
る
だ
け
し
か
伐
っ
て
は
い
け
な
い

だ
と
か
、
資
源
を
保
全
す
る
た
め
に
内

部
的
な
規
制
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
。

同
時
に
、
外
部
的
な
規
制
も
し
て
い

ま
し
た
。
隣
村
の
人
た
ち
が
盗
伐
を
す

る
の
を
防
ぐ
た
め
に
巡
回
を
す
る
だ
と

か
、
入
っ
て
こ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て

い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
の
中

で
行
政
村
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
わ

け
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
大
変
な
こ
と

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
所
は
立

派
に
守
っ
て
き
た
の
に
、
隣
の
貧
弱
な

山
と
一
緒
に
さ
れ
て
た
ま
る
か
、
と
い

う
よ
う
な
気
分
も
生
じ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。そ

れ
で
何
を
や
っ
た
か
と
い
う
と
、

割
山

わ
り
や
ま

と
い
う
こ
と
を
し
た
の
で
す
。
割

山
と
い
う
の
は
、
共
有
だ
っ
た
山
を
そ

れ
ぞ
れ
個
人
の
所
有
に
分
割
す
る
こ
と

で
す
。

供
給
サ
イ
ド
の
整
備
と
し
て
、
具
体

的
に
は
林
道
整
備
が
あ
り
ま
す
。
道
を

つ
く
れ
ば
搬
出
費
も
安
く
な
り
ま
す
し
、

伐
採
の
機
械
化
も
進
み
ま
す
か
ら
、
林

業
経
営
に
と
っ
て
は
い
い
こ
と
な
の
で

す
。し

か
し
、
割
山
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
日
本
の
森
林
と
い
う
の
は
非
常
に

零
細
で
錯
綜
し
て
い
ま
す
の
で
、
難
し

い
の
が
実
情
で
す
。
つ
ま
り
林
道
を
つ

く
り
た
く
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
人
の
土

地
を
ま
た
い
で
つ
く
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
た
め
に
、
一
人
で
も
嫌
だ
と
い
う

人
が
い
た
場
合
に
は
つ
く
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
で
す
。

ま
た
は
、
条
件
付
き
統
一
と
い
う
こ

と
も
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
山

で
取
れ
た
も
の
は
、
そ
の
地
域
だ
け
で

使
っ
て
も
い
い
と
い
う
条
件
を
つ
け
る

か
ら
、
名
目
上
は
統
一
さ
せ
て
ほ
し
い
、

と
い
う
も
の
で
す
。

あ
と
は
財
産
区
有
林
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
地
方
自
治
法
が
法

人
格
を
認
め
た
特
別
地
方
公
共
団
体
が

森
林
を
所
有
す
る
や
り
方
で
す
。
運
営

に
つ
い
て
の
取
り
決
め
は
、
市
区
町
村

の
条
例
で
、
最
高
責
任
者
は
市
区
町
村

長
が
担
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
入
会
の
山
は
、
い
ろ
い

ろ
な
形
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
、

入
会
の
山
が
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
っ
た
か
と

い
う
の
は
、
難
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

問
題
に
な
る
の
は
、
縄
延
べ
と
呼
ば

れ
る
現
象
で
す
。
山
で
は
測
量
が
い
い

加
減
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

新
た
に
分
割
さ
れ
た
所
は
正
確
に
測
量

さ
れ
る
た
め
に
、
残
っ
た
土
地
の
縄
延

べ
は
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
で
す
か
ら
実
態
を
知
る
の
は
、

な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
。

今
、
国
有
林
の
面
積
が
７
６
０
万
ha

で
す
け
れ
ど
も
、
１
８
９
９
年
（
明
治
32
）

下
げ
戻
し
法
と
い
う
法
律
が
で
き
ま
し

た
。
正
式
名
称
は
、
国
有
林
野
下
げ
戻

し
法
と
い
う
ん
で
す
が
、
国
有
林
に
囲

い
込
ま
れ
た
こ
と
に
文
句
の
あ
る
人
は

１
年
の
間
に
申
し
出
な
さ
い
、
と
い
う

法
律
で
す
。

こ
う
い
う
法
律
が
で
き
た
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
召
し
上
げ
に
対
す
る

苦
情
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
の
と
き
出
て
き
た
の
が
２
０
０

万
ha
と
い
う
面
積
な
ん
で
す
よ
。
た
だ
、

実
際
に
民
間
所
有
と
認
め
ら
れ
た
の
は
、

そ
の
約
２
割
の
40
万
ha
だ
け
だ
っ
た
の

で
す
が
。

で
す
か
ら
入
会
の
山
が
ど
れ
ぐ
ら
い

あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
係
争
に
か
か
る

所
だ
け
で
も
２
０
０
万
ha
も
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
も
っ
と
た
く
さ
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頑
張
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
よ
。
三
浦
し

を
ん
さ
ん
も
林
業
小
説
（『
神
去
な
あ
な
あ

日
常
』
徳
間
書
店
２
０
０
９
）
を
書
い
て
く

れ
ま
し
た
の
で
、
是
非
、
こ
う
い
う
こ

と
を
き
っ
か
け
に
し
て
林
業
が
元
気
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

国
際
的
な
認
証
制
度

▼
Ｆ
Ｓ
Ｃ
（ForestS

tew
ardship

C
ouncil：

森
林
管

理
協
議
会
）
▼
Ｐ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
（P

rogram
m
e
for
the

E
ndorsem

entofForestC
ertification

S
chem

es：
P
E
FC

森
林
認
証
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
前
身
は
汎
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
森
林
認
証
制
度
）
▼
Ｃ
Ｓ
Ａ
（C

a
n
a
d
ia
n

S
tandards

A
ssociation：

カ
ナ
ダ
規
格
協
会
）
▼
Ｓ

Ｆ
Ｉ
（S
ustainable

Forestry
Initiative：

持
続
可
能

な
林
業
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
）

日
本
の
認
証
制
度

▼
Ｓ
Ｇ
Ｅ
Ｃ
（S

ustainable
G
reen

E
cosystem

C
ouncil：

緑
の
循
環
認
証
会
議
）

需
要
を
喚
起
す
る
仕
組
み

う
ち
の
大
学
の
学
部
長
は
農
業
経
済

学
の
専
門
家
な
ん
で
す
が
、
食
料
の
安

全
保
障
は
い
う
の
に
木
材
の
安
全
保
障

を
い
わ
な
い
の
は
な
ぜ
な
ん
だ
ろ
う
、

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

食
料
が
外
国
か
ら
入
っ
て
こ
な
く
な

っ
た
ら
大
変
だ
、
と
い
う
こ
と
は
、
多

分
、
み
な
さ
ん
気
づ
い
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
木
材
が
入
っ
て

こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
す

ぐ
に
は
困
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
家
を
こ
れ
か
ら

建
て
よ
う
と
思
っ
て
い
た
人
は
困
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
取
り
敢
え
ず
住
む

家
は
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど

困
る
こ
と
は
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
木
材
の
安

全
保
障
と
い
う
発
想
は
な
い
の
か
な
、

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
紙
は
必
需
品

で
す
か
ら
、
実
際
に
は
か
な
り
困
る
こ

と
に
な
る
は
ず
で
す
。

ず
っ
と
政
府
の
下
支
え
で
や
っ
て
い

く
と
い
う
の
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
需
要
を
喚
起
し
て
市

場
経
済
の
も
と
で
や
っ
て
い
か
れ
る
よ

う
な
仕
組
み
が
必
要
で
す
。

ひ
ょ
ろ
長
い
木
は
、
建
材
に
は
無
理

で
も
紙
パ
ル
プ
に
は
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
伐
採
や
運
搬
コ
ス
ト
を
考
え
る
と
、

安
価
な
輸
入
材
に
か
な
わ
な
い
の
で
、

間
伐
材
を
チ
ッ
プ
に
し
て
紙
パ
ル
プ
に

利
用
す
る
と
い
う
林
野
庁
の
政
策
も
、

な
か
な
か
進
ま
な
い
で
す
ね
。

日
本
人
の
住
宅
へ
の
意
識
を
改
善
す

る
た
め
に
、
ち
ゃ
ん
と
教
育
し
て
い
く

こ
と
も
必
要
で
す
。
少
な
く
と
も
住
宅

を
買
う
と
き
に
、
構
造
や
使
わ
れ
て
い

る
木
の
種
類
を
知
っ
て
か
ら
買
う
、
と

い
う
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
ほ
し
い

で
す
ね
。

ご
飯
を
食
べ
る
と
き
に
は
、
ど
こ
の

お
米
か
気
に
し
て
買
っ
て
お
ら
れ
る
は

ず
な
ん
で
す
が
、
家
や
紙
を
買
う
と
き

に
は
気
に
し
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

家
を
売
る
と
き
に
も
、
シ
ス
テ
ム
キ

ッ
チ
ン
が
ど
こ
の
メ
ー
カ
ー
の
も
の
か

は
書
い
て
あ
る
の
に
、
ど
こ
の
木
を
使

っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
書
い
て
あ
り

ま
せ
ん
。
木
造
で
あ
れ
ば
基
本
と
し
て

ん
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

地
租
改
正
で
す
べ
て
の
土
地
に
所
有

者
が
明
確
化
し
て
、
税
金
が
か
か
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
入
会
の
山
は

民
有
第
二
種
に
分
類
さ
れ
ま
し
た
。
ち

な
み
に
民
有
第
一
種
が
普
通
の
地
券
に

な
り
ま
す
。
民
有
第
二
種
は
村
持
ち
の

山
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
税
金
は
か
か

ら
な
い
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

森
林
認
証
の
制
度

ま
た
林
野
庁
で
は
︿
違
法
伐
採
木
材

対
策
事
業
﹀
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い

ま
す
。
日
本
で
使
う
木
は
、
合
法
的
に

伐
採
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
木
だ

け
を
使
い
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
取
り
決

め
で
す
。
た
だ
、
す
べ
て
に
お
い
て
実

現
す
る
の
は
不
可
能
な
の
で
、
グ
リ
ー

ン
購
入
法
で
、
国
が
購
入
す
る
木
材
、

木
製
品
、
紙
の
購
入
に
際
し
て
は
合
法

的
に
伐
採
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た

木
材
を
使
う
こ
と
、
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
に
つ
い

て
も
、
努
力
目
標
に
し
て
く
れ
、
と
言

っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
森
林
認
証
制
度
で
す
。

国
際
的
な
認
証
制
度
で
あ
る
Ｆ
Ｓ
Ｃ
と

い
う
の
は
、
１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
に

カ
ナ
ダ
で
創
設
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
す
。

Ｐ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
は
も
と
も
と
北
欧
な
ど
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
つ
く
ら
れ
た
認
証
制
度
で
、

Ｆ
Ｓ
Ｃ
の
や
り
方
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
や
り
方
を
認
め
合
う
相
互
認

証
と
い
う
こ
と
を
始
め
ま
し
た
。

日
本
に
お
け
る
Ｆ
Ｓ
Ｃ
第
一
号
は
三

重
県
の
速
水

は
や
み

林
業
で
す
。
Ｆ
Ｓ
Ｃ
と
い

う
の
は
認
証
を
取
る
の
に
非
常
に
お
金

が
か
か
る
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。
そ
れ
で

日
本
型
の
認
証
制
度
を
つ
く
ろ
う
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
、
Ｓ
Ｇ
Ｅ
Ｃ
（
エ
ス
ジ

ェ
ッ
ク
）
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

Ｆ
Ｓ
Ｃ
も
他
の
認
証
制
度
が
で
き
て

競
争
が
激
し
く
な
っ
た
の
で
、
だ
い
ぶ

安
く
な
っ
て
き
ま
し
た
し
、
日
本
に
も

対
応
す
る
良
い
制
度
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
や
は
り
こ
う
い
う
も
の
も
、
ち

ゃ
ん
と
競
争
が
な
い
と
だ
め
で
す
ね
。

国
産
材
を
推
進
し
た
い
と
思
う
人
に

と
っ
て
は
、
相
互
認
証
を
や
ろ
う
と
す

る
と
、
日
本
の
木
も
外
国
の
木
も
同
じ

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
国

産
材
推
進
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

Ｓ
Ｇ
Ｅ
Ｃ
の
中
に
は
否
定
的
な
人
も
い

ま
す
。
私
個
人
と
し
て
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｅ
Ｃ

も
相
互
認
証
す
べ
き
、
と
思
っ
て
い
ま

す
。林

野
庁
は
国
産
材
を
使
っ
て
も
ら
う

よ
う
な
政
策
を
立
て
て
い
ま
す
が
、
一

方
経
産
省
で
は
外
材
を
し
っ
か
り
使
っ

て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
い
い
、
と
い
う
方

針
で
や
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
縦
割
り

行
政
の
弊
害
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
す
。

そ
の
点
、
地
方
公
共
団
体
は
も
う
少

し
風
通
し
が
良
く
て
、
県
産
材
使
用
へ

の
助
成
が
出
て
い
ま
す
。

も
っ
と
小
さ
な
地
域
ビ
ル
ダ
ー
も
、

明
記
し
て
あ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

今
は
古
紙
配
合
率
１
０
０
％
の
紙
が
、

環
境
に
一
番
優
し
い
紙
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
私
は
と
ん
で
も
な
い
話

だ
と
思
う
ん
で
す
。
リ
サ
イ
ク
ル
し
て

も
必
ず
目
減
り
し
て
い
き
ま
す
か
ら
、

新
し
い
紙
パ
ル
プ
を
足
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
古
紙
１
０
０
％
の
紙
を
同

じ
だ
け
の
量
で
永
久
に
は
つ
く
り
続
け

ら
れ
な
い
の
で
す
か
ら
、
足
し
て
い
く

新
し
い
パ
ル
プ
に
ど
う
い
う
も
の
を
使

う
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ゃ
ん
と
考

え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

紙
の
生
産
も
持
続
可
能
な
循
環
の
中

に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
、
グ
リ
ー
ン
購
入
法
で
紙
に

関
し
て
は
古
紙
１
０
０
％
が
一
番
い
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
私

と
し
て
は
納
得
が
い
き
ま
せ
ん
。

今
は
国
産
材
の
価
格
が
下
が
り
す
ぎ

て
い
て
、
輸
入
材
よ
り
安
く
な
っ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
価
格
か
ら
だ
け
で
見

た
競
争
力
と
い
う
点
か
ら
は
強
い
の
で

す
。た

だ
、
国
産
材
は
ま
と
ま
っ
て
出
て

こ
な
い
と
か
、
欲
し
い
と
き
に
手
に
入

ら
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
ま
だ

弱
い
。

本
当
の
意
味
で
の
市
場
競
争
力
は
、

供
給
サ
イ
ド
の
整
備
が
進
ま
な
い
と
生

ま
れ
て
こ
な
い
の
で
す
。




