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日
本
は
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
持
っ
て
い
ま
す
。稲
作
国
家
で
あ
る
と
同
時

に
森
林
国
家
で
も
あ
り
、日
本
の
国
土
の
四
分
の
一（
二
八
％
）を
人
工
林
が

占
め
て
い
る
と
い
う
一
面
が
あ
り
ま
す
。こ
の
割
合
は
二
位
の
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド（
一
九
％
）、三
位
の
ド
イ
ツ（
一
五
％
）を
抑
え
て
世
界
一
で
、当
分
は
破

ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。し
か
も
人
工
林
の
主
要
樹
種
で
あ
る
ス
ギ
、ヒ
ノ
キ

は
、そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
優
れ
た
性
質
が
あ
り
、日
本
特
産
で
す
。ス
ギ
、ヒ
ノ

キ
の
違
い
を
ま
だ
よ
く
知
ら
な
い
外
国
の
方
に
も
、い
ず
れ
そ
の
良
さ
が
知

れ
渡
り
、和
風
建
築
が
海
外
で
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、外
貨
を

稼
ぐ
よ
う
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
人
工
林
は
、焦
土
と
化
し
た
戦
後
日
本
の
山
野
に
祖
先
が
残
し
て

く
れ
た
宝
で
す
。現
在
、そ
の
大
半
は
い
つ
主
伐
し
て
も
よ
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。林
業
は
成
長
産
業
と
位
置
付
け
さ
れ
、地
域
創
生
の
一
翼
と
し
て
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
た
め
に
は
森
林
の
資
産
価
値
を
今
以
上
に
上
げ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。手
入
れ
不
足
で
将
来
の
価
値
の
上
昇
が
見

込
め
な
い
林
分
は
皆
伐
し
て
リ
セ
ッ
ト
し
、優
良
林
分
は
国
内
外
を
含
め

た
優
良
材
の
需
要
開
拓
と
と
も
に
、択
伐
林
に
誘
導
す
る
な
ど
の
取
り
組

み
も
必
要
で
す
。

　

日
本
は
人
口
減
社
会
を
迎
え
、山
村
や
木
材
需
要
に
も
そ
の
波
が
押
し

寄
せ
て
い
ま
す
。森
林
や
山
村
、林
業
を
魅
力
あ
る
も
の
に
す
る
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。林
業
関
係
者
は
今
ま
で
営
々
と
し
て
山
に
道
を

つ
く
り
、イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。路
網
整
備
は
ま
だ
十
分
と
は

言
え
ま
せ
ん
が
、道
づ
く
り
が
可
能
な
と
こ
ろ
は
路
網
と
車
両
系
機
械
を

組
み
合
わ
せ
た
林
業
機
械
化
に
よ
り
、道
づ
く
り
が
容
易
で
な
い
と
こ
ろ

は
安
全
な
と
こ
ろ
を
選
ん
で
設
計
さ
れ
た
林
道
と
架
線
系
機
械
を
組
み
合

わ
せ
た
集
材
体
系
に
よ
っ
て
、林
道
端
ま
で
の
コ
ス
ト
低
減
と
集
材
に
お
け

る
作
業
の
軽
減
な
ら
ば
、欧
米
に
負
け
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
ま
す
。あ

と
は
川
上
と
川
下
が
お
互
い
情
報
交
換
を
し
な
が
ら
、需
要
家
に
向
け
て

土
場
や
大
量
輸
送
の
工
夫
を
し
、安
定
供
給
を
果
た
す
だ
け
で
す
。

　

コ
ス
ト
低
減
と
木
材
の
付
加
価
値
化
で
雇
用
と
収
入
の
安
定
を
図
り
、

林
業
の
産
業
化
と
魅
力
あ
る
山
村
の
実
現
に
向
け
て
、知
恵
を
出
し
合
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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活
用
の
期
待
が
高
ま
る
人
工
林
資
源

　

わ
が
国
は
国
土
面
積
の
約
三
分
の
二
が
森
林
に
覆
わ

れ
た
森
林
国
で
あ
る
。そ
の
森
林
は
、森
林
資
源
の
利
用

と
再
生
と
い
う
人
間
の
働
き
掛
け
を
通
じ
て
、現
在
の
姿

が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

現
在
、約
六
割
が
天
然
林
で
あ
る
が
、こ
の
中
に
は
、古

く
か
ら
薪
炭
林
や
農
用
林
と
し
て
循
環
利
用
す
る
こ
と

を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
里
山
林
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、約
四
割
に
相
当
す
る
人
工
林
は
、終
戦
直
後
や
高

度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
伐
採
跡
地
に
造
林
さ
れ
た
も

の
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。

　

森
林
蓄
積
が
こ
の
半
世
紀
で
約
二
・
六
倍
に
な
り
、森

林
資
源
は
二
〇
一
二
年
三
月
末
時
点
で
約
四
九
億
立
方

㍍
と
な
っ
て
い
る（
図
１
）。近
年
は
年
平
均
で
約
一
億
立

方
㍍
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、一
四
年
時
点
で
の
国
産
材

（
用
材
）の
供
給
量
は
二
一
四
九
万
立
方
㍍
（
数
字
は
丸
太

換
算
値
。以
下
、同
じ
）で
あ
り
、数
値
の
単
純
な
比
較
は

で
き
な
い
が
、森
林
資
源
の
利
用
が
少
な
い
状
況
に
あ
る

（
図
２
）。

　

林
業
生
産
活
動
の
低
迷
に
伴
い
、中
に
は
手
入
れ
が
十

分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
も
あ
り
、ま
た
、多
く
の
人

工
林
資
源
が
成
熟
し
て
主
伐
期
を
迎
え
て
い
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、十
分
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、人
の

手
に
よ
る
働
き
掛
け
が
弱
く
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。

　

現
在
は
資
源
が
充
実
し
て
本
格
的
な
利
用
が
期
待
さ

れ
て
い
る
が
、か
つ
て
、わ
が
国
は
江
戸
時
代
に
お
け
る

建
築
用
の
木
材
需
要
の
増
大
や
、明
治
の
近
代
産
業
の

発
展
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
で
の
木
材
利
用
に
よ
り
、

過
剰
に
伐
採
さ
れ
た
こ
と
で
森
林
が
荒
廃
し
た
歴
史
が

あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
混
乱
期
を
脱
し
て
経
済
が
復

興
の
軌
道
に
乗
り
始
る
よ
う
に
な
る
と
、住
宅
建
築
な
ど

の
た
め
の
木
材
需
要
が
増
大
に
転
じ
た
。ま
た
、石
油
や

ガ
ス
へ
の
燃
料
転
換
や
化
学
肥
料
の
使
用
が
一
般
化
し

た
こ
と
に
伴
い
、広
葉
樹
な
ど
の
里
山
が
薪
炭
林
と
し
て

利
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

当
時
は
、建
築
用
材
と
し
て
の
針
葉
樹
の
需
要
が
大
き

か
っ
た
の
に
対
し
、国
産
材
の
供
給
量
が
停
滞
し
て
い
た

た
め
木
材
価
格
が
高
騰
し
、国
内
に
お
け
る
木
材
の
増
産

や
天
然
林
の
伐
採
と
人
工
林
化
を
望
む
声
が
大
き
く

な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
な
ど
を
背
景
と
し
て
、政
府
と
し
て
は

緊
急
増
伐
や
輸
入
の
拡
大
な
ど
を
行
い
、伐
採
跡
地
に
は

早
期
に
森
林
を
回
復
す
る
観
点
か
ら
、建
築
用
材
と
し
て

の
需
要
が
見
込
ま
れ
、成
長
も
早
い
針
葉
樹
の
植
栽
が
進

め
ら
れ
た
。一
九
七
〇
年
ご
ろ
ま
で
積
極
的
な
造
林
が
行

わ
れ
、そ
の
頃
に
植
栽
さ
れ
た
人
工
林
が
長
い
年
月
を
か

　

特
集　

森
林
・
林
業
の
新
時
代
が
来
る　

戦
後
に
造
林
さ
れ
た
人
工
林
が
本
格
的
な
利
用
期
を
迎
え
て
い
る
中
で
、民
有
林
の一

部
で
は
コ
ス
ト
な
ど
の
面
か
ら
伐
採
後
の
再
造
林
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
が

あ
る
。わ
が
国
の
豊
富
な
森
林
資
源
を
活
用
し
、林
業
経
営
を
持
続
的
な
も
の
と
す
る

た
め
の
、森
林
資
源
国
の
方
向
性
と
施
策
は
何
か
。

持
続
可
能
な
林
業
と
国
産
材
利
用
の
推
進

林野庁森林整備部計画課 首席森林計画官

宇野 聡夫   Toshio Uno

うの としお
1967年東京都生まれ。北海道大学農学部卒業後、91年林
野庁入庁。林政部や国有林野部、中部森林管理局での勤務
のほか、福島県三春町役場、山梨県庁への出向などを経
て、2015年より現職。
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戦
後
の
木
材
需
要
の
変
遷
を
見
る
と
、木
材
総
需
要
量

は
六
〇
年
の
七
一
四
七
万
立
方
㍍
か
ら
過
去
最
高
と
な

る
七
三
年
の
一
億
二
一
〇
二
万
立
方
㍍
ま
で
は
右
肩
上
が

り
に
増
加
し
、そ
の
後
は
減
少
と
増
加
を
繰
り
返
し
て
、

八
七
年
か
ら
は
約
一
億
立
方
㍍
程
度
で
推
移
し
て
き
た
。

九
七
年
ご
ろ
か
ら
は
、景
気
後
退
に
よ
り
減
少
傾
向
と

け
て
成
長
し
、現
在
の
充
実
し
た
森
林
資
源
を
生
み
出
し

た
の
で
あ
る
。

　

六
〇
年
代
の
経
済
成
長
に
伴
う
木
材
需
要
の
増
大
に

対
し
、国
産
材
の
供
給
量
は
増
加
傾
向
で
推
移
し
た
が
、

当
時
の
森
林
資
源
の
状
況
に
よ
る
制
約
か
ら
国
産
材
は

次
第
に
供
給
不
足
と
な
り
、輸
入
で
補
っ
て
い
た
。

な
っ
た
が
、二
〇
〇
九
年
を
底
に
回
復
傾
向
に
転
じ
、一
四

年
に
は
七
五
八
一
万
立
方
㍍
と
な
っ
て
い
る
。

　
木
材
自
給
率
が
三
〇
％
台
に
回
復

　

こ
う
し
た
中
、二
〇
一
四
年
の
木
材
自
給
率
は
三
一・

二
％
と
な
り
、一
九
八
八
年
以
来
、二
六
年
ぶ
り
に
三
〇
％

台
に
回
復
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

こ
の
数
値
の
伸
び
は
、近
年
、木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電

施
設
な
ど
で
の
利
用
が
増
加
し
て
い
る
燃
料
用
の
木
材

チ
ッ
プ
を
集
計
の
対
象
に
加
え
た
影
響
も
あ
る
が
、こ
の

燃
料
用
チ
ッ
プ
の
数
量
を
除
い
た
木
材
自
給
率
に
つ
い

て
も
二
九
・
八
％
と
、前
年
に
比
べ
て
一・
〇
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
て
い
る
。こ
れ
は
、前
年
に
比
べ
て
輸
入
量
が
減
少

し
、国
産
材
の
供
給
量
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
が
、こ

こ
数
年
は
国
産
材
の
供
給
量
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

森
林
面
積
を
所
有
形
態
別
に
見
る
と
、個
人
や
法
人
が

所
有
す
る
私
有
林
が
五
八
％
、都
道
府
県
や
市
町
村
が
所

有
す
る
公
有
林
が
一
二
％
、国
有
林
が
三
一
％
と
な
っ
て

い
る
。こ
の
う
ち
私
有
林
は
、保
有
山
林
面
積
の
小
さ
い

森
林
所
有
者
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。ま
た
、人
工
林
に

お
け
る
私
有
林
の
割
合
は
、総
人
工
林
面
積
の
六
五
％
、

総
人
工
林
蓄
積
の
七
三
％
と
大
宗
を
占
め
て
お
り
、国
産

材
の
供
給
に
果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
言
え
る
。

　

私
有
林
の
保
有
規
模
に
つ
い
て
は
、「
二
〇
一
〇
年
世

界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」に
よ
る
と
、保
有
山
林
面
積
が
一

㌶
以
上
一
〇
㌶
未
満
の
林
家
数
は
林
家
全
体
の
九
割
を

占
め
て
い
る
。調
査
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
保
有
規
模

一
㌶
未
満
の
世
帯
も
多
数
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、所
有
規
模
の
小
さ
い
森
林
所
有
者
は
相
当
数
に

上
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、森
林
所
有
者
の
う
ち
、森
林
の
所
在
す
る
市
町

図２　木材供給量と木材自給率の推移

図１　森林蓄積の推移
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資料：林野庁「木材需給表」

注１：各年とも3月31日現在の数値
注２：2007年と2012年は、都道府県において収穫表の見直しなど精度向上を図っているため、単純には比較できない
資料：林野庁「森林資源の現況」
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村
に
居
住
し
て
い
な
い
不
在
村
者
の
保
有
森
林
面
積
は
、

私
有
林
面
積
の
二
四
％
を
占
め
、そ
の
う
ち
約
四
割
は
当

該
都
道
府
県
外
に
居
住
す
る
者
の
保
有
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、森
林
所
有
者
や
境
界
が
不
明
で
整
備

が
進
ま
な
い
森
林
も
見
ら
れ
、所
有
者
の
特
定
と
境
界
の

明
確
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

私
有
林
に
お
け
る
森
林
施
業
は
、主
に
林
家
、森
林
組

合
お
よ
び
民
間
事
業
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。小
規

模
な
林
家
で
は
、森
林
組
合
や
民
間
事
業
体
な
ど
の
林
業

事
業
体
に
施
業
や
経
営
を
委
託
す
る
こ
と
が
一
般
的
と

な
っ
て
い
る
が
、農
業
な
ど
を
兼
業
し
な
が
ら
、主
に
所

有
す
る
森
林
に
お
い
て
自
ら
伐
採
な
ど
を
行
う
、い
わ
ゆ

る「
自
伐
林
家
」に
よ
る
地
域
レ
ベ
ル
で
の
取
り
組
み
が

活
発
に
な
っ
て
い
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。

　
集
約
化
施
業
の
推
進

　

零
細
な
所
有
規
模
の
私
有
林
で
は
、個
々
の
森
林
所
有

者
が
単
独
で
効
率
的
な
施
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
難
し

い
場
合
が
多
い
た
め
、隣
接
す
る
複
数
の
所
有
者
の
森
林

を
取
り
ま
と
め
て
森
林
施
業
を
一
体
的
に
実
施
す
る
施

業
の
集
約
化
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

施
業
の
集
約
化
に
よ
り
、作
業
箇
所
が
ま
と
ま
り
、路

網
の
合
理
的
な
配
置
や
高
性
能
林
業
機
械
に
よ
る
作
業

が
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、素
材
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
が

期
待
で
き
る
。

　

ま
た
、一
つ
の
施
業
地
か
ら
供
給
さ
れ
る
木
材
の
ロ
ッ

ト
が
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、径
級
や
質
の
そ
ろ
っ
た
木

材
を
ま
と
め
て
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、市
場
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
と
と
も
に
、価
格
面
で
も
有
利
に
販
売

す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　

施
業
の
集
約
化
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、林
業
事
業
体

か
ら
森
林
所
有
者
に
対
し
て
施
業
の
実
施
を
働
き
掛
け

る
提
案
型
集
約
化
施
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、そ
う
し
た
取

り
組
み
を
担
う
森
林
施
業
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
育
成
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、施
業
の
集
約
化
を
前
提
と
し
て
、面
的
に
ま

と
ま
り
を
持
っ
た
森
林
を
対
象
と
し
た
森
林
経
営
計
画

制
度
に
よ
り
、森
林
経
営
計
画
を
作
成
し
て
市
町
村
長
な

ど
か
ら
認
定
を
受
け
た
者
は
、税
制
上
の
特
例
措
置
や
融

資
条
件
の
優
遇
に
加
え
、計
画
に
基
づ
く
造
林
や
間
伐
の

施
業
に
対
す
る
支
援
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
仕

組
み
も
措
置
さ
れ
て
い
る
。

　

近
年
、従
来
の
間
伐
中
心
の
森
林
施
業
か
ら
、主
伐
に

よ
る
木
材
生
産
が
活
発
化
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。国
産

材
の
活
用
が
進
む
こ
と
は
、地
域
の
活
性
化
な
ど
に
も
つ

な
が
る
こ
と
か
ら
望
ま
し
い
動
き
で
あ
る
も
の
の
、主
伐

を
行
っ
た
跡
地
に
お
い
て
植
林
が
行
わ
れ
な
い
事
例
も

多
く
、い
わ
ゆ
る
造
林
未
済
地
と
い
う
形
で
地
域
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

森
林
は
循
環
的
に
利
用
さ
れ
得
る
再
生
可
能
資
源
で

あ
り
、伐
採
後
に
は
植
栽
な
ど
を
通
じ
て
適
切
な
森
林
の

再
生
が
望
ま
れ
る
。わ
が
国
は
気
候
な
ど
か
ら
比
較
的
植

生
が
回
復
し
や
す
い
自
然
条
件
に
あ
る
も
の
の
、伐
採
後

に
何
も
手
を
入
れ
ず
に
放
置
さ
れ
る
と
森
林
と
し
て
再

生
せ
ず
に
雑
草
や
灌
木
に
覆
わ
れ
て
し
ま
い
、森
林
の
公

益
的
機
能
が
低
下
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

　

ま
た
、成
長
に
長
い
年
月
を
要
す
る
森
林
が
計
画
性
の

な
い
ま
ま
に
更
新
さ
れ
な
い
と
、将
来
的
な
資
源
の
供
給

に
影
響
を
及
ぼ
す
。一
方
で
、新
た
に
植
林
を
行
う
と
な

る
と
、植
栽
や
下
刈
り
と
い
っ
た
保
育
作
業
に
コ
ス
ト
が

生
じ
る
た
め
、経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
き
づ
ら

い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

特
に
、森
林
整
備
は
育
苗
や
地じ

ご
し
ら拵
え
、植
栽
、保
育
、間

伐
、路
網
整
備
な
ど
多
種
多
様
な
作
業
で
構
成
さ
れ
、こ

れ
に
要
す
る
コ
ス
ト
の
う
ち
、造
林
お
よ
び
保
育
の
占
め

る
割
合
は
高
い
。こ
う
し
た
費
用
は
森
林
整
備
の
初
期
の

段
階
で
発
生
す
る
が
、伐
採
時
の
木
材
需
要
の
動
向
次
第

で
は
、主
伐
な
ど
に
よ
る
立
木
収
入
で
コ
ス
ト
を
回
収
す

る
の
が
困
難
と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
課
題
だ
。

　
再
造
林
の
低
コ
ス
ト
化
の
動
き

　

こ
う
し
た
中
、造
林
コ
ス
ト
の
低
減
を
目
指
し
、コ
ン

テ
ナ
苗
の
普
及
に
向
け
た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。コ
ン
テ
ナ
苗
は
根
の
部
分
に
培
地
が
つ
い
て
い
る
根

鉢
の
状
態
で
植
栽
で
き
る
こ
と
か
ら
、植
栽
後
の
活
着
が

良
く
、植
栽
が
可
能
な
期
間
が
長
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
を
活
か
し
、伐
採
と
造
林
を
一
括
し
て
行
う
こ
と
や
、

植
栽
作
業
も
従
来
の
根
が
裸
の
も
の
よ
り
効
率
的
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
ほ
か
、比
較
的
大
き
な
苗
を
植
栽
す
る
こ
と
に
よ

り
下
刈
り
回
数
を
減
ら
し
た
り
、低
密
度
で
植
栽
す
る
こ

と
に
よ
り
将
来
の
保
育
経
費
を
削
減
す
る
と
い
っ
た
取

り
組
み
も
試
行
さ
れ
て
い
る
。

　

林
野
庁
で
は
補
助
事
業
を
通
じ
て
、こ
う
し
た
低
コ
ス

ト
の
苗
木
の
安
定
的
な
供
給
に
向
け
た
採
種
園
の
整
備

や
種
苗
生
産
施
設
な
ど
に
対
す
る
支
援
の
ほ
か
、一
定
の

面
的
な
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
森
林
を
対
象
と
し
て
計
画

的
に
行
わ
れ
る
森
林
整
備
に
つ
い
て
、森
林
の
多
面
的
機

能
の
発
揮
の
観
点
か
ら
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、林
業
経
営
を
行
う
上
で
長
期
的
な
視
点
に

立
っ
た
資
金
調
達
が
で
き
る
よ
う
日
本
政
策
金
融
公
庫

に
よ
る
融
資
制
度
が
措
置
さ
れ
て
い
る
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
シ
カ
に
よ
る
食
害
の
増
加
な
ど
、対
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策
が
必
要
な
課
題
も
あ
る
が
、新
た
な
技
術
の
普
及
に
よ

り
、森
林
資
源
の
再
生
産
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

　
林
業
再
生
へ
の
国
有
林
の
役
割

　

こ
れ
ま
で
、私
有
林
に
関
す
る
課
題
な
ど
を
述
べ
て
き

た
が
、次
に
国
有
林
の
役
割
に
つ
い
て
も
紹
介
す
る
。

　

わ
が
国
の
森
林
の
三
割
を
占
め
る
国
有
林
は
、奥
地
脊

梁
山
地
や
水
源
地
域
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。国
土
の
保

全
や
水
源
の
涵か

ん

養よ
う

な
ど
の
公
益
的
機
能
の
発
揮
を
図
る

と
と
も
に
、林
産
物
の
持
続
的
か
つ
計
画
的
な
供
給
や
、

国
有
林
野
の
活
用
に
よ
る
地
域
の
産
業
の
振
興
、住
民
の

福
祉
の
向
上
に
も
寄
与
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、公
益

重
視
の
管
理
経
営
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、国
有
林
の
組
織
や
技
術
力
、資
源
を
活
用
し
て

森
林
・
林
業
の
再
生
に
貢
献
す
る
た
め
、林
業
の
低
コ
ス

ト
化
な
ど
に
向
け
て
、民
間
で
は
導
入
に
リ
ス
ク
が
伴
う

施
業
モ
デ
ル
を
率
先
し
て
実
証
し
、民
間
へ
の
普
及
を
図

る
こ
と
や
、民
有
林
と
連
携
し
た
施
業
の
推
進
、林
業
事

業
体
、森
林
・
林
業
技
術
者
な
ど
の
育
成
お
よ
び
林
産
物

の
安
定
供
給
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

公
益
重
視
の
管
理
経
営
の
結
果
と
し
て
国
有
林
か
ら

供
給
さ
れ
る
木
材
は
、国
産
材
供
給
量
の
約
二
割
を
占
め

て
い
る
。こ
の
資
源
を
有
効
活
用
し
つ
つ
、政
策
ツ
ー
ル
と

し
て
も
活
か
す
た
め
、製
材
工
場
や
合
板
工
場
な
ど
と
協

定
を
締
結
し
た
シ
ス
テ
ム
販
売
の
推
進
、民
有
林
と
の
協

調
出
荷
や
、燃
料
用
チ
ッ
プ
な
ど
を
用
途
と
す
る
未
利
用

間
伐
材
の
安
定
供
給
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、国
産
材
の
二
割
を
供
給
し
て
い
る
と
い
う
特
性

を
活
か
し
て
、地
域
の
木
材
需
要
が
急
激
に
増
減
し
た
場

合
に
、そ
の
需
要
に
応
え
る
供
給
調
整
機
能
を
発
揮
す
る

こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
た
め
、地
域
の
木
材
需
給
を
迅
速
か
つ
的
確
に
把

握
し
、状
況
に
応
じ
た
国
産
材
の
供
給
に
資
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

　

木
材
は
、先
人
た
ち
が
植
え
育
て
た
森
林
か
ら
伐
採

し
、建
築
用
材
な
ど
と
し
て
利
用
で
き
る
。そ
の
販
売
収

益
を
用
い
て
伐
採
跡
地
に
苗
木
を
植
え
、新
た
な
森
林
を

育
て
、さ
ら
に
将
来
の
世
代
が
そ
の
森
林
か
ら
木
材
を
伐

採
し
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の「
植
え
る
→
育
て
る
→
使
う
→
植
え
る
」と
い
う

サ
イ
ク
ル（
森
林
資
源
の
循
環
利
用
）を
推
進
す
る
こ
と

で
、適
切
な
森
林
整
備
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、将
来

に
わ
た
っ
て
木
材
の
利
用
が
可
能
と
な
る
。

　
森
林
資
源
の
循
環
利
用
が
重
要

　

森
林
資
源
の
循
環
利
用
で
は
、森
林
資
源
の
利
用
と
再

生
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
と
な
る
。森
林
資
源
の
利
用
が
そ

の
再
生
を
大
き
く
上
回
れ
ば
、森
林
の
減
少
に
よ
る
荒
廃

や
資
源
の
枯
渇
を
招
く
。逆
に
、森
林
資
源
の
利
用
が
そ

の
再
生
を
大
き
く
下
回
れ
ば
、森
林
の
放
置
に
よ
る
荒
廃

や
資
源
の
著
し
い
高
齢
化
を
招
い
て
し
ま
う
。

　

木
材
の
利
用
は
、林
業
関
係
者（
森
林
所
有
者
、森
林
組

合
、素
材
生
産
業
者
な
ど
）が
森
林
整
備
を
行
い
な
が
ら

木
材（
原
木
）を
生
産
し
、木
材
産
業
が
木
材
製
品
に
加
工

し
て
販
売
し
、実
需
者（
建
築
業
者
、製
紙
会
社
な
ど
）が

商
品
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

よ
り
、こ
れ
か
ら
の
持
続
可
能
な
林
業
の
実
現
が
可
能
と

な
る
こ
と
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
関
係

者
の
力
が
十
二
分
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

森
林
の
樹
木
が
木
材
と
し
て
利
用
さ
れ
る
伐
採
適
期

ま
で
成
長
す
る
長
い
年
月
の
間
に
、木
材
に
対
す
る
世
の

中
の
要
請
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。そ
れ
は
、経

済
情
勢
の
影
響
に
よ
る
需
要
量
の
増
減
だ
け
で
は
な
く
、

木
材
の
利
用
の
形
態
に
お
い
て
も
変
化
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、住
宅
な
ど
の
建
築
材
料
を
見
て
も
、よ
り
規

格
に
合
致
し
品
質
の
明
示
さ
れ
た
木
材
需
要
の
高
ま
り
、

建
築
現
場
で
の
加
工
か
ら
プ
レ
カ
ッ
ト
へ
の
転
換
、合
板

や
集
成
材
と
い
っ
た
高
次
加
工
製
品
の
利
用
拡
大
な
ど
、

消
費
側
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、わ
が
国
で
は
戦
後
に

造
林
し
た
人
工
林
を
中
心
に
高
齢
級
の
森
林
が
増
え
、森

林
資
源
と
し
て
本
格
的
な
利
用
期
を
迎
え
て
い
る
。こ
れ

に
対
し
、木
材
の
需
要
量
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、木
材
自

給
率
は
依
然
と
し
て
低
い
水
準
に
あ
る
。

　

国
産
材
が
木
材
加
工
・
流
通
を
経
て
住
宅
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
、木
材
産
業
を
含
め

た
国
内
産
業
の
振
興
と
森
林
資
源
が
豊
富
な
農
山
村
地

域
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
。

　

森
林
資
源
の
有
効
活
用
、森
林
の
適
切
な
整
備
・
保
全

と
多
面
的
機
能
の
発
揮
、林
業
・
木
材
産
業
と
山
村
地
域

の
振
興
と
い
っ
た
観
点
か
ら
は
、国
産
材
の
利
用
の
推
進

が
求
め
ら
れ
る
。

　

自
ら
森
林
施
業
を
行
わ
な
い
森
林
所
有
者
は
施
業
の

集
約
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
林
業
事
業
体
な
ど
に
森
林

経
営
を
委
託
し
、森
林
施
業
を
担
っ
て
い
る
林
業
事
業
体

は
将
来
を
見
据
え
た
森
林
づ
く
り
を
実
践
す
る
。

　

そ
し
て
、木
材
利
用
者
は
ど
の
よ
う
に
育
っ
て
き
た
森

林
か
ら
木
材
生
産
さ
れ
た
の
か
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
製

品
を
選
ぶ
。こ
の
よ
う
に
、今
後
も
効
果
的
な
森
林
・
林
業

施
策
の
展
開
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
に
よ
る
連
携

し
た
取
り
組
み
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 
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多
種
多
様
な
自
伐
型
林
業

　

わ
が
国
の
林
産
業
の
展
開
に
は
二
つ
の
動
き
が
見
ら

れ
る
。一
つ
は
大
規
模
路
線
で
、大
手
住
宅
メ
ー
カ
ー
へ
安

定
的
に
並
材
製
材
品
を
供
給
す
る
た
め
量
産
型
製
材
工

場
が
相
次
い
で
規
模
拡
大
を
図
っ
て
い
る
。ま
た
、原
木

流
通
部
面
で
は
既
存
の
木
材
市い

ち

売う
り

市い
ち

場ば

の
活
用
の
ほ
か
、

協
定
取
引
に
よ
る
山
元
か
ら
工
場
へ
の
大
ロ
ッ
ト
直
送

が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。も
う
一
つ
は
、地
場
需
要
対
応
型
の

製
材
工
場
あ
る
い
は
産
直
住
宅
や「
近
く
の
木
で
家
を
造

る
運
動
」と
い
っ
た
市
場
な
ど
、良
質
な
原
木
を
消
費
す

る
、い
わ
ば
中
小
規
模
路
線
で
あ
る
。

　

山
側
の
対
応
と
し
て
、一
つ
に
は
、森
林
所
有
者
が
森

林
組
合
や
民
間
林
業
事
業
体
へ
長
期
に
わ
た
っ
て
施
業
・

経
営
を
委
託
す
る
、つ
ま
り
零
細
・
分
散
的
な
森
林
所
有

を
団
地
化
し
、施
業
を
集
約
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、並
材

原
木
の
供
給
ロ
ッ
ト
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。こ
れ
は
、二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、わ
が
国
林
政
の
柱
と

な
っ
て
お
り
、ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
追
求
さ
れ
る
た
め
、

短
伐
期
一
斉
林
の
経
済
林
経
営
が
指
向
さ
れ
や
す
い
。

　

も
う
一
つ
は
、家
族
経
営
的
な
林
業
で
あ
る
。ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
中
小
規
模
路
線
の
川
下
の
動
き
に
よ
り
適

合
的
で
あ
り
、短
伐
期
一
斉
林
よ
り
も
、長
伐
期
非
皆
伐

施
業
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
労
働
集
約
的
な
育
林・素
材

生
産
に
よ
り
、良
質
で
多
様
な
形
質
の
原
木
を
供
給
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、後
述
す
る
よ
う
に
環
境
配

慮
型
施
業
の
担
い
手
と
し
て
評
価
す
る
向
き
も
あ
る
。

　

家
族
経
営
的
な
林
業
は
戦
後
、比
重
を
下
げ
ら
れ
て
き

た
存
在
で
あ
る
。し
か
し
近
年
、「
自
伐
林
家
」な
い
し「
自

伐
型
林
業
」と
い
う
形
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。本
稿
で
は
、

自
伐
林
家
な
い
し
自
伐
型
林
業
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、

林
業
担
い
手
像
の
再
構
成
を
試
み
る
。

　

自
伐
型
林
業
を
狭
義
と
広
義
に
分
け
て
整
理
す
る
必

要
が
あ
る（
１
）。

　

狭
義
の
自
伐
型
林
業
で
は
、自
伐
林
家
は
、自
身
で
山

林
を
保
有
し
自
家
労
力
中
心
で
素
材
生
産
を
行
う
世
帯

と
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
、自
家
山
林
だ
け
で
な
く
、他
人

の
素
材
生
産
を
請
け
負
う
林
業
一
人
親
方
の
一
部
も
含

ま
れ
る
。他
方
、山
林
を
保
有
し
な
い
で
家
族
労
力
中
心

で
素
材
生
産
だ
け
を
請
け
負
う
林
業
一
人
親
方
は
含
ま

な
い
。自
伐
林
家
は
政
府
統
計（
林
業
セ
ン
サ
ス
）上
の
家

族
林
業
経
営
体
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

政
府
統
計
の
家
族
林
業
経
営
体
に
は
自
伐
林
家
の
ほ
か
、

山
林
を
保
有
し
て
い
な
い
、あ
る
い
は
保
有
し
て
い
て
も

零
細
規
模
の
家
族
経
営
形
態
で
の
林
業
請
負
業
、い
わ
ゆ

る
林
業
一
人
親
方
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。二
〇
一
〇

年
林
業
セ
ン
サ
ス
に
お
い
て
、保
有
山
林
に
お
け
る
素
材

生
産
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
、家
族
経
営
体
か
組
織

　

特
集　

森
林
・
林
業
の
新
時
代
が
来
る　

自
伐
型
林
業
の
担
い
手
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。「
土
佐
の
森・救
援
隊
」と
いっ
た
森
林・林

業
を
支
え
る
マ
ン
パ
ワ
ー
の
N
P
O
法
人
活
動
で
あ
る
。個
別
経
営
で
は
生
産
性
や
安

定
性
を
重
視
し
て
き
た
が
、森
林
所
有
な
ど
の
社
会
性
に
着
目
す
る
。今
後
の
農
山
村

定
住
社
会
づ
く
り
に
着
実
な
担
い
手
に
な
る
の
か
。

自
伐
型
林
業
が
新
し
い
担
い
手
を
つ
く
る

筑波大学 生命環境系 森林資源社会学研究室 准教授

興梠 克久   katsuhisa kohroki
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特集　森林・林業の新時代が来る

素
材
生
産
量
で
は
全
林
業
経
営
体
一
五
六
二
万
立
方
㍍

の
う
ち
二
四
九
万
立
方
㍍
で
一
六
％
を
占
め
て
い
る
。地

域
に
よ
り
三
割
に
達
し
て
い
る
こ
と
、〇
五
～
一
〇
年
の

五
年
間
に
は
素
材
生
産
量
の
増
加
率
が
組
織
経
営
体
よ

り
も
高
い
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（
３
）。

　
中
小
林
家
に
三
つ
の
時
代
区
分

　

戦
後
、自
伐
林
家
を
含
む
家
族
経
営
的
な
中
小
林
家

が
注
目
さ
れ
た
時
期
は
大
き
く
三
つ
に
区
分
で
き
る
。第

一
の
波
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
ま

で
で
、こ
の
時
期
は
拡
大
造
林
の
担
い
手
と
し
て
、農
民

的
林
業
が
高
く
評
価
さ
れ
期
待
さ
れ
た
。彼
ら
は
農
林
複

合
経
営
を
確
立
さ
せ
て
拡
大
造
林
を
進
め
、育
林
を
家
族

労
働
で
担
っ
て
い
た
。ま
た
、政
策
的
に
も
彼
ら
は
林
業

労
働
力
の
供
給
源
と
し
て
も
期
待
さ
れ
、そ
れ
は
農
家
の

次
男
、三
男
で
あ
っ
た
り
、世
帯
主
も
農
閑
期
に
は
林
業

労
働
者
と
し
て
働
き
、農
林
複
合
経
営
に
賃
労
働
を
結
合

さ
せ
た
経
営
を
展
開
さ
せ
て
い
た
。

　

第
二
の
波
は
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
前
半
で
、小
型

林
業
機
械
、主
に
林
内
作
業
車
を
使
っ
た
自
伐
に
よ
る
間

伐
が
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
背
景
に
は
、

戦
後
造
林
木
が
成
長
し
間
伐
期
を
迎
え
る
中
で
、国
が
林

業
構
造
改
善
事
業
を
通
じ
て
、森
林
組
合
に
末
口
一
四
㌢

メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
伐
材
な
ど
の
小

し
ょ
う

径け
い

木ぼ
く

を
加
工
す
る

工
場
を
作
ら
せ
、流
域
単
位
あ
る
い
は
市
町
村
単
位
に
産

地
形
成
を
図
っ
た
。そ
の
よ
う
な
販
売
面
の
環
境
整
備
が

あ
っ
て
、自
伐
林
家
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

第
三
の
波
は
二
〇
〇
〇
年
代
で
、二
つ
の
大
き
な
流
れ

が
あ
る
。一
つ
は
、自
伐
林
家
が
個
別
経
営
を
発
展
さ
せ

る
基
盤
と
し
て
の
組
織
化
・
グ
ル
ー
プ
化
や
そ
の
先
の
運

動
展
開
と
し
て
み
ら
れ
る
集
落
営
林
、も
う
一
つ
は
、林

経
営
体
か
と
い
う
二
つ
の
観
点
で
ク
ロ
ス
集
計
す
る
と
、

図
に
示
す
よ
う
に
自
伐
林
家
に
よ
る
素
材
生
産
を
抽
出

す
る
こ
と
が
で
き
る（
２
）。素
材
生
産
を
行
っ
た
全
林
業
経

営
体
の
一
万
二
九
一
七
経
営
体
の
う
ち
自
伐
林
家
は
、九

一
八
四
経
営
体
で
あ
り
七
一
％
を
占
め
て
い
る
。さ
ら
に
、

地
残
材
の
収
集
運
搬
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
土
佐
の
森
・

救
援
隊
方
式
や
木
の
駅（
集
材
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）で
買
い

取
り
を
す
る
木
の
駅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
方
式
に
よ
り
林
地

残
材
の
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
を
通
じ
た
、自
伐
型
林
業
運
動

が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
展
開
の
も
と
で
、自
伐
林
家
を
含
む
家

族
経
営
的
な
中
小
林
家
を
林
業
担
い
手
と
し
て
評
価
す

る
観
点
も
多
様
化
し
て
き
た
。初
め
は
生
産
力
問
題
や
、

農
林
複
合
経
営
な
ど
経
営
の
安
定
化・持
続
性
を
中
心
に

議
論
さ
れ
て
き
た
が
、近
年
で
は
そ
れ
ら
に
加
え
、山
村

定
住
社
会
の
主
要
な
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
視
点
、環
境

配
慮
型
施
業
の
担
い
手
と
い
う
視
点
、私
的
所
有
の
枠
を

超
え
た
林
業
活
動（
自
己
保
有
山
林
の
管
理
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、他
人
か
ら
の
作
業
受
託
を
行
う
）を
展
開
し
て

い
る
と
い
う
視
点
も
新
た
に
加
わ
っ
た（
表
１
）。

　

広
義
の
自
伐
型
林
業
は
小
規
模
分
散
型
林
業
と
言
い

換
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。土
佐
の
森
・
救
援
隊
の

中
嶋
健
造
氏
は
、自
伐
型
林
業
の
概
念
を
大
胆
に
拡
張
し

た（
４
）。長
伐
期
非
皆
伐
施
業
を
行
っ
て
い
る
一
〇
〇
㌶
規

模
の
専
業
型
自
伐
林
家
も
あ
れ
ば
、山
林
保
有
に
か
か
わ

ら
ず
農
業
と
の
複
合
経
営
や
賃
労
働
収
入
と
組
み
合
わ

せ
た
副
業
型
自
伐
林
家
、土
佐
の
森
・
救
援
隊
の
よ
う
な

地
元
住
民
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
型
、都
市
か
ら
の
移
住

者（
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
含
む
）に
よ
る
新
規
参
入
型

な
ど
多
様
な
形
態
が
あ
り
、こ
れ
ら
を「
個
人
型
」の
自
伐

型
林
業
と
し
て
い
る
。安
価
で
維
持
費
が
あ
ま
り
か
か
ら

ず
、小
回
り
の
利
く
小
型
林
業
機
械（
例
え
ば
、小
型
の
グ

ラ
ッ
プ
ル
や
林
内
作
業
車
、小
型
の
簡
易
集
材
装
置
な

ど
）が
自
家
労
力
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。自
家
労

賃
は
本
来
コ
ス
ト
で
あ
る
が
、彼
ら
に
と
っ
て
は
所
得

（
林
家

4

4

所
得
と
い
う
）と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

図　素材生産担い手の類型区分

資料：佐藤宣子「広がる若手の『自伐型林業』」、自伐協設立1周年記念シンポジウム報告資料、2015年をもとに作成
注1：2010年林業センサスより、①保有山林からの素材生産か受託・立木買いによる素材生産か、②家族経営（家族労力中心）か組織経営（雇用労

力中心）か、の2軸でクロス集計
注2：（　）内の％は素材生産量シェア、＠は1経営体当たり生産量

組
織
経
営
体
～
雇
用
労
力
中
心

組
織
経
営
体
～
雇
用
労
力
中
心

家
族
経
営
体
～
家
族
労
力
中
心

家
族
経
営
体
～
家
族
労
力
中
心

保有山林から自ら素材生産 保有山林から自ら素材生産

【素材を生産した林業経営体 合計 12,917経営体】 【林業経営体の素材生産量 合計 １，５６２万㎥】

受託生産・立木買いによる素材生産 受託生産・立木買いによる素材生産

組織経営体
2,708

10,209
家族経営体

直接雇用型
林業（1,461
経営体）

狭義の自伐
林業（9,184
経営体）

雇用委託型
林業（1,581
経営体）

一人親方など
（1,818経営体）

直接雇用型林業
（222万㎥、14％、

@1,519㎥）

雇用委託型林業
（878万㎥、56％、

@5,551㎥）

一人親方など
（214万㎥、14％、

@1,177㎥）

狭義の自伐林業
（249万㎥、16％、

@271㎥）



2016・2 AFCフォーラム　9

自伐型林業が新しい担い手をつくる

　

し
か
し
今
後
は
自
家
労
賃
を
評
価
し
た
と
き
に
一
般

の
雇
用
賃
金
と
比
較
し
て
相
当
に
低
い
水
準
＝
切
り
売

り
労
賃
水
準（
自
己
搾
取
）に
な
ら
な
い
よ
う
、施
業
方
法

や
販
売
戦
略
の
再
検
討
を
は
じ
め
と
し
た
経
営
改
善
の

努
力
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、中
嶋
氏
は「
集
落
営
林
型
」も
自
伐
型
林
業
の
一

つ
と
し
て
い
る
。集
落
営
林
は
さ
ら
に
三
つ
の
タ
イ
プ
に

分
か
れ
る
。

　

第
一
に
、共
有
林
を
地
域
住
民
が
自
ら
の
共
同
作
業
に

よ
る
管
理
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。例
え
ば
、鳥
取
県
智
頭

町
の
芦
津
財
産
区
が
所
有
す
る
大
規
模
な
山
林（
一
二
七

〇
㌶
）が
あ
る
。そ
こ
で
は
、森
林
組
合
に
施
業
を
委
託
し
、

立
木
を
競
争
入
札
で
業
者
や
森
林
組
合
に
販
売
し
て
い

た
の
を
止
め
て
、財
産
区
の
関
係
者
の
う
ち
定
年
帰
農
し

た
一
部
の
人
（々
一
二
人
）が
週
三
回
程
度
集
ま
っ
て
利
用

間
伐
な
ど
の
作
業
を
共
同
で
行
っ
て
い
る
。芦
津
財
産
区

で
は
、長
年
培
っ
た
地
域
活
性
化
の
精
神
に
よ
っ
て
地
域

住
民
の
共
同
作
業
に
よ
る
森
林
管
理
を
実
現
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
住
民
自
治
意
識
の
向
上
に
寄
与
し
、山
村
集

落
が
存
続
し
て
い
く
た
め
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。こ
の
よ
う
に
、財
産
区
は
自
治
機
能
の
高
ま
り
、共
益

の
追
求
、合
意
形
成
と
い
っ
た
住
民
に
よ
る
地
域
経
営
の

上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が（
５
）、そ
の
財
産
区

の
保
有
す
る
森
林
を
住
民
自
ら
共
同
作
業
に
よ
っ
て
管

理
す
る
動
き
が
新
た
に
出
て
き
て
い
る
こ
と
は
大
い
に

注
目
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、中
核
的
な
自
伐
林
家
が
地
域
の
私
有
林
の
管

理
を
一
括
し
て
受
託
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。こ
の
典
型
的

な
事
例
が
静
岡
市
林
業
研
究
グ
ル
ー
プ
森
林
認
証
部
会

や
文
沢
蒼
林
舎
な
ど
静
岡
県
で
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る

自
伐
林
家
グ
ル
ー
プ
活
動
で
あ
る
。そ
こ
で
特
徴
的
な
こ

と
は
集
落
営
林
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ

ち
、ま
ず
、そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
内
で
個
別
経
営
を
行
っ
て

い
た
自
伐
林
家
の
一
部
が
、一
九
九
〇
年
代
以
降
、集
落

外
で
機
械
の
共
同
購
入
・
利
用
や
共
同
請
負
事
業
、森
林

認
証
の
取
得
を
目
的
と
し
た
機
能
集
団
を
形
成
し
て

い
っ
た
。し
か
し
、そ
の
機
能
集
団
が
地
域
森
林
管
理
を

担
う
主
体
に
な
る
の
で
は
な
く
、機
能
集
団
の
活
動
を
経

た
自
伐
林
家
が
、二
〇
一
〇
年
代
以
降
、各
集
落
で
再
度
、

地
域
森
林
管
理
を
担
う
た
め
の
グ
ル
ー
プ
活
動
を
新
た

に
展
開
し
、集
落
内
の
林
家
全
体
が
再
結
合
す
る
よ
う
に

な
る
。こ
う
し
た
集
落
営
林
へ
の
過
程
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、農
林
複
合
経
営

（
静
岡
県
の
場
合
は
茶
と
林
業
）が
広
汎
に
形
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
、活
発
に
林
業
技
術
や
経
営
意
識
の
向
上
に
つ

な
が
る
勉
強
会
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
活
動
を
地
域
の
森

林
所
有
者
が
共
同
で
行
う
た
め
に
全
国
各
地
で
結
成
さ

れ
て
い
る
林
業
研
究
グ
ル
ー
プ
の
存
在
、機
械
化
や
作
業

道
開
設
な
ど
の
素
材
生
産
基
盤
に
対
す
る
助
成
な
ど
地

方
自
治
体
に
よ
る
支
援
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
に
、合
意
形
成
機
能
の
み
集
落
が
担
う
タ
イ
プ
が

挙
げ
ら
れ
る
。こ
れ
は
、団
地
化
・
施
業
集
約
化
の
一
連
の

過
程
に
お
い
て
、施
業
の
実
施
部
分
に
つ
い
て
は
森
林
組

合
等
に
委
託
す
る
も
の
の
、団
地
の
取
り
ま
と
め
や
森
林

管
理
計
画
の
立
案
な
ど
は
集
落
で
話
し
合
っ
て
決
め
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、中
嶋
氏
は「
大
規
模
山
林
分
散
型
」も
自
伐
型

林
業
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る
。大
規
模
な
地
主
的
林
業
経

営
に
お
い
て
、立
木
販
売
型
あ
る
い
は
施
業
委
託
型
の
経

営
か
ら
家
族
労
働
お
よ
び
直
接
雇
用
型
の
経
営
へ
の
転

換（
い
わ
ゆ
る
経
営
の
内
製
化
も
し
く
は
直
営
生
産
化
）

だ
け
で
な
く
、広
大
な
所
有
林
に
家
族
経
営
的
な
小
規
模

の
自
伐
型
林
業
が
で
き
る
範
囲
の
団
地
を
い
く
つ
か
設

定
し
て
、そ
こ
に
家
族
経
営
的
な
請
負
班
や
山
守（
代
々

山
守
を
営
ん
で
き
た
山
村
住
民
だ
け
で
な
く
、都
会
か
ら

移
住
し
て
山
守
に
新
規
参
入
し
て
く
る
者
を
含
む
）を
配

置
し
て
、団
地
ご
と
に
彼
ら
に
よ
る
自
伐
型
林
業
が
完
結

し
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
。

　
自
伐
型
林
業
の
社
会
性
に
着
目

　

自
伐
型
林
業
の
中
核
を
な
す
自
伐
林
家
に
着
目
す
る

と
、現
役
世
代
と
高
齢
世
代
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
存
在
し

て
い
る（
表
２
）。

　

現
役
世
代
タ
イ
プ
は
、子
ど
も
の
教
育
な
ど
に
お
金
が

最
も
か
か
る
時
期
を
迎
え
、農
林
複
合
経
営
や
賃
労
働
、

林
業
請
負
業
と
の
兼
業
な
ど
に
よ
っ
て
収
入
の
安
定
確

保
を
図
る
必
要
が
あ
る
。し
か
し
、彼
ら
は
自
家
山
林
に

経
済
的
価
値
ば
か
り
を
追
求
す
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で

も
な
い
。佐
藤
宣
子
氏
は
、地
域
森
林
資
源
の
活
用
や
地

域
活
性
化
方
策
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、地
域
内
に
中
核

的
な
専
業
的
自
営
農
林
家
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、そ
の

自
営
農
林
家
の
持
っ
て
い
る「
山
村
社
会
で
の
役
割
」に

期
待
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

彼
ら
の
農
林
業
生
産
力
だ
け
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、

彼
ら
が
率
先
し
て
集
落
外
で
地
域
振
興
に
係
る
諸
活
動

に
従
事
し
た
り
、集
落
外
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
あ
る
い
は

集
落
内
部
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、内
外
に
向
け
て

情
報
を
発
信
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、農
林
地

の
保
全
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
積
極
的
に
行
っ

て
い
る
こ
と
、地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
、地

域
振
興
の
人
材
育
成
、地
域
文
化
の
保
全
な
ど
に
も
大
切

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、こ
れ
ら「
山
村
社
会
で

の
役
割
」に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る（
６
）。
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特集　森林・林業の新時代が来る

　

ま
た
、五
〇
～
六
〇
歳
代
の
現
役
世
代（
自
伐
第
二
世

代
）だ
け
で
な
く
、近
年
の｢

田
園
回
帰｣

の
動
き
の
中
で

都
会
か
ら
山
村
に
移
住
し
て
自
伐
型
林
業
に
取
り
組
む

若
者
や
、地
元
住
民
の
若
者
で
父
母
ま
た
は
祖
父
母
か
ら

自
営
林
業
を
継
承
す
る
者
も
新
し
い
タ
イ
プ
の
林
業
担

い
手（
二
〇
～
三
〇
歳
代
の
自
伐
第
三
世
代
）と
し
て
注

目
さ
れ
る（
２
）。

　
一
方
、高
齢
世
代
タ
イ
プ
の
自
伐
林
家
は
、現
役
時
代

に
他
産
業
に
従
事
し
、定
年
後
に
自
家
山
林
の
管
理
に
自

家
労
力
を
投
下
す
る
よ
う
に
な
っ
た
林
家（
Ｕ
タ
ー
ン
を

含
む
）と
、か
つ
て
現
役
世
代
タ
イ
プ
の
自
伐
林
家
で

あ
っ
た
高
齢
世
代
林
家
の
二
種
類
が
あ
る
だ
ろ
う
。定
年

帰
農
層
は
、副
業
的
自
伐
林
家
と
し
て
注
目
さ
れ
る
場
合

も
多
く
、自
伐
林
家
の
裾
野
を
広
げ
る
役
割
を
期
待
さ
れ

て
い
る
。高
齢
世
代
林
家
は
、後
継
者
が
都
市
部
に
他
出

し
定
年
に
な
る
ま
で
帰
村
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ず
、老

夫
婦
に
よ
る
自
伐
経
営
を
し
ば
ら
く
続
け
る
ケ
ー
ス
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
高
齢
世
代
タ
イ
プ
の
自
伐
林
家
は
、現
役

世
代
タ
イ
プ
に
比
べ
れ
ば
林
業
生
産
力
の
低
下
は
否
め

な
い
が
、「
山
村
社
会
に
お
け
る
役
割
」を
果
た
し
て
い
る

こ
と
が
多
い
。ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
移
行
に
伴
っ
て
農
林

業
経
営
の
内
実
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、ど
の
よ
う
に
し

て
森
林
管
理
意
欲
を
維
持
し
得
る
の
か
、そ
し
て「
山
村

社
会
で
の
役
割
」も
し
く
は
森
林
所
有
者
と
し
て
の「
責

務
」を
い
か
に
し
て
果
た
し
得
る
の
か
、と
い
う
複
眼
的

な
視
点
か
ら
の
評
価
が
重
要
で
あ
る
。

　

世
代
論
を
含
め
て
自
伐
型
林
業
の
存
在
形
態
が
多
様

化
し
て
お
り
、近
年
の
自
伐
型
林
業「
運
動
」は
単
な
る

ブ
ー
ム
で
は
な
く
、歴
史
的
必
然
性
を
以
て
現
れ
て
き
た

こ
と
を
描
い
た
。か
つ
て
は
、冒
頭
に
挙
げ
た
林
産
業
の

大
規
模
路
線
に
は
適
合
的
で
な
い
と
し
て
政
策
対
象
か

ら
外
さ
れ
る
な
ど
、自
伐
型
林
業
を
見
る
目
が
狭
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。し
か
し
、林
業
担
い
手
像
の
再

構
成
に
当
た
っ
て
は
、生
産
性
や
経
営
の
安
定
化
と
い
っ

た
個
別
経
営
問
題
だ
け
で
は
な
く
、農
山
村
定
住
社
会
の

維
持
・
発
展
、森
林
環
境
効
果
の
高
度
発
揮
を
可
能
と
す

る
森
林
施
業
体
系
、森
林
所
有
の
社
会
性
と
い
っ
た
自
伐

型
林
業
の
社
会
性
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。　

表１　林家経営の評価基準

表２　林家経営論における世代論

項目

タイプ

生
産
性

現
役
世
代
林
家

持
続
性

定
年
帰
農
層

社
会
性

高
齢
世
代
林
家

林家経済の分析視点

特 徴

⃝天然林から人工林への転換（拡大造
林）という土地生産力の高度化

⃝機械力の活用による素材生産の生産
効率化（労働生産力の高度化）

⃝地元農林家の通常の世代交代、子供の教育にお金が最もかかる時期を迎え、農林複合経
営や賃労働、林業請負業との兼業などによって収入を確保

⃝田園回帰による新規参入した自伐林家（山村での生業探しのため都市から移住し、受託林
業に従事または山林を取得して自伐林家へ）

⃝持続可能な森林経営（計画的な育林・
伐採）

⃝農林複合経営論など経営安定化
⃝定住社会＝山村経済の振興、村落社会

の維持・再生、世代継承

⃝現役時代は他産業に従事し、定年帰農（Uターンを含む）後になってから自家山林の管理に
自家労力を投下するようになった高齢世代林家

⃝木の駅プロジェクトにおいて副業的自伐林家の候補者として注目され、自伐林家の裾野を
広げる役割を期待される存在

⃝森林の公益的機能の維持・増進のた
めの社会的管理の問題、環境配慮型
施業

⃝経営マインドが後退した森林保有主体
に代わって、所有の枠を越えた伐採・
育林活動を展開しているかという問題

⃝かつて現役世代タイプの自伐林家であったが、子どもの教育が終わって独立し、老夫婦の
みの生活に移る。

⃝やがて子供世代が農林業経営の後を継ぐのであれば問題ないが、子供が都市部に他出し、
定年になるまで帰村することが見込まれない場合は、老夫婦による自伐経営をしばらく続
ける。

⃝体力の衰え、日々の生活費は現役時代と比べて少ない、子どもからの仕送りや年金収入の存
在などもあって、自営農林業を縮小または外部委託、年金主体の家計を農林業収入で補完。

⃝「近代的機械制小経営」概念～小型・可動的な林
業機械を駆使する家族経営

⃝安全対策の重要性（労働災害）

⃝森林経営計画、将来木施業 or 小面積区分皆伐
⃝農林複合経営論～畜産、椎茸、茶、賃労働、年金等

との複合経営、生存権的土地所有
⃝家族形態や世帯員個人の動態（世代論、ライフサ

イクル、定年帰農、生業を見つけ山村に移住する
若者など）～田園回帰論、集落機能の変容・再生

⃝森林認証制度
⃝森林モザイク論＋森林発達段階論→森林の機能的適

正配置論～環境配慮型施業としての小規模分散施業
⃝集落営林論～林家の組織化（経営の一部共同化）

+他人の山林の管理受託＝地域森林管理の担い手
⃝「地域の誇り」を失わない活動

具体像

資料：興梠克久（2015）「自伐林家論の再構成と新しい集落営林」（『山林』No.1569、6頁）

資料：興梠克久（2015）「自伐林家の『責務』と『楽しみ』」（『国民と森林』No.132、2～6頁）に加筆
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が
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伐
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伐
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伐
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伐
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伐
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』、全
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～
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ど
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・
藤
山
浩
編
著『
地
域
再
生
の
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
中
国
山
地
か
ら
始
ま
る
こ
の
国
の
新
し
い
か
た
ち
』、農

山
漁
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化
協
会
、2013

年
、204
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。（
６
）佐
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宣
子「
山
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自
営
農
林
家
の
今
日
的
意
義
」、第125

回
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本
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会
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報
告
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、2014
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m

eeting/files/29yousi.pdf
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12
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12
日
参
照
。
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林
業
労
働
者
に
若
返
り
進
む

　

戦
後
に
営
々
と
続
け
ら
れ
て
き
た
植
林
の
成
果
が
実

を
結
び
つ
つ
あ
る
中
で
、山
村
社
会
が
持
続
す
る
基
盤
と

し
て
林
業
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。「
林
業
の
成
長

産
業
化
」と
い
う
言
葉
が
政
府
の
施
策
の
中
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
が
、本
格
的
な
資
源
利
用
期
を
迎
え
て
、そ
の
担

い
手
の
育
成
・
確
保
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
て
い
る
。林

業
の
担
い
手
は
、自
己
で
林
地
を
所
有
し
て
施
業
を
実
行

す
る
者（
最
近
で
は「
自
伐
林
家
」と
し
て
も
注
目
さ
れ
て

い
る
）と
、森
林
所
有
者
や
林
業
事
業
体
、森
林
組
合
な
ど

の
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
る
者
と
に
分
か
れ
る
。

　

本
稿
で
は
論
点
を
絞
る
た
め
、後
者
の
雇
用
労
働
者
の

育
成
・
確
保
策
を
通
じ
た
人
づ
く
り
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　

林
業
従
事
者
に
関
わ
る
近
年
の
状
況
に
つ
い
て「
国
勢

調
査
」の
結
果（
図
１
）を
見
て
み
た
い
。林
業
の
現
場
は

「
労
働
者
数
の
減
少
」「
高
齢
化
の
進
展
」と
厳
し
い
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
が
、そ
の
状
況
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。総
数
で
み

る
と
、一
九
八
〇
年
当
時
、約
一
五
万
人
の
林
業
従
事
者
数

は
、そ
の
後
は
五
年
ご
と
に
二
〇
％
前
後
ず
つ
減
少
し
続

け
、二
〇
一
〇
年
に
は
約
五
万
人
ま
で
減
少
し
て
し
ま
っ

た
。し
か
し
、直
近
の
五
年
間
で
の
減
少
は
二
％
程
度
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。ま
た
、従
事
者
数
に
占
め
る
六
五
歳
以
上

の
高
齢
者
の
割
合
は
二
〇
〇
〇
年
の
三
〇
％
を
ピ
ー
ク
に
、

一
〇
年
に
は
二
一
％
ま
で
低
下
し
て
い
る
。そ
の
半
面
、三

五
歳
未
満
の
若
年
者
の
割
合
は
九
〇
年
を
底
と
し
て
、

年
々
上
昇
基
調
に
あ
り
、一
〇
年
は
一
八
％
ま
で
上
昇
し

て
い
る
。こ
れ
は
全
体
の
従
事
者
数
が
減
少
す
る
中
で
、若

年
者
が
新
規
に「
補
充
」さ
れ
る
た
め
に
比
率
を
高
め
て

き
た
と
い
う
面
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、〇
五
年
か
ら
は
全
体
の
減
少
率
を
上
回
る

ペ
ー
ス
で
若
年
者
の
割
合
が
増
加
し
て
お
り
、三
〇
歳
代

半
ば
の
班
長
が
率
い
る
現
場
を
目
に
す
る
機
会
も
増
え

て
き
た
。一
五
年
に
つ
い
て
は
、高
齢
者
と
若
年
者
と
の
割

合
は
逆
転
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。今
後
、従
事
者
数

が
増
加
に
転
じ
る
か
は
不
明
だ
が
、「
減
少
の
下
げ
止
ま

り
」と「
若
年
者
の
割
合
増
加
＝
若
返
り
の
進
行
」と
い
う

傾
向
は
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。こ
の
よ
う
な
状
況

の
変
化
を
生
み
出
し
た
要
因
の
一
つ
に
、国
が
〇
三
年
に

開
始
し
た「
緑
の
雇
用
」事
業
の
役
割
に
つ
い
て
み
て
い

き
た
い
。

　
「
緑
の
雇
用
」は
林
業
労
働
者
の
育
成・確
保
の
促
進
を

目
的
と
す
る
国
の
事
業
で
、新
規
採
用
者
に
対
し
て
研
修

の
機
会
を
提
供
し
て
、安
全
装
備
を
支
給
す
る
と
と
も
に
、

雇
用
者（
事
業
体
な
ど
）に
研
修
期
間
の
労
賃
の
一
部
や

資
材
費
、配
置
さ
れ
る
指
導
員
に
対
す
る
費
用
を
補
助
す

る
も
の
で
あ
る
。事
業
実
施
の
背
景
と
し
て
、九
〇
年
代

以
降
の
景
気
後
退
に
よ
る
雇
用
環
境
の
悪
化
と
、財
政
破

　

特
集　

森
林
・
林
業
の
新
時
代
が
来
る　

林
野
庁
が
二
〇
〇
三
年
に
導
入
し
た
新
雇
用
対
策
と
し
て
推
進
し
て
き
た「
緑
の
雇

用
」プ
ロ
ジェク
ト
が
、緩
や
か
だ
が
、林
業
現
場
で
は
就
業
者
確
保
に
成
果
を
上
げ
て
い

る
。初
期
の
技
術
研
修
主
体
の
内
容
か
ら
質
の
高
い
人
材
育
成
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る

が
、長
期
就
業
を
可
能
に
し
、定
着
率
向
上
の
た
め
の
課
題
は
な
に
か
。

林
業
経
営
の
担
い
手
は
緑
の
雇
用
策
か
ら

国立大学法人鹿児島大学 学術研究院農学系 助教

奥山 洋一郎   Youichiro Okuyama

おくやま よういちろう 
1974年北海道生まれ。筑波大学農林学類卒業。東京大学大
学院博士課程単位取得退学。専門は林政学、森林教育論。林
業経済研究所研究員、愛媛大学農学部助教、鹿児島大学演
習林特任准教授を経て、2015年より現職。博士（農学）。
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特集　森林・林業の新時代が来る

整
備
が
遅
れ
て
い
る
森
林
に
お
け
る
作
業
員
の
新
規
雇

用
対
策
が
盛
り
込
ま
れ
た
。こ
れ
ら
の
動
き
を
受
け
る
形

で
、林
野
庁
が
新
し
い
雇
用
対
策
の
目
玉
事
業
と
し
て
導

入
し
た
の
が「
緑
の
雇
用
」で
あ
る
。同
事
業
は
、〇
三
年

に「
緑
の
雇
用
育
成
対
策
事
業
」と
し
て
開
始
さ
れ
た
が
、

〇
六
年
か
ら「
緑
の
雇
用
担
い
手
対
策
事
業
」と
名
称
が

変
更
さ
れ
、さ
ら
に
一
一
年
度
か
ら
は「『
緑
の
雇
用
』現
場

技
能
者
育
成
対
策
事
業
」と
な
る
。

　

本
稿
で
の
名
称
は
一
括
し
て「
緑
の
雇
用
」と
す
る
が
、

名
称
変
更
に
伴
う
時
期
区
分（
第
一
期
～
第
三
期
）は
事

業
内
容
の
変
化
を
伴
っ
て
お
り
重
要
で
あ
る
。以
下
、期

ご
と
の
事
業
の
変
遷
を
簡
単
に
ま
と
め
た
い
。

綻
へ
の
危
機
感
か
ら
旧
来
の
公
共
事
業
に
よ
る
景
気
刺

激
策
へ
の
批
判
の
高
ま
り
、と
い
う
相
反
す
る
事
態
の
進

行
が
あ
る
。そ
の
中
で
、長
野
県
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
い

わ
ゆ
る「
脱
ダ
ム
」宣
言
、入
札
制
度
改
革
な
ど
の
施
策
に

よ
り
建
設
業
か
ら
林
業
へ
の
新
規
参
入
を
促
進
す
る
施

策
を
打
ち
出
し
た
。ま
た
、〇
一
年
九
月
に
は
三
重
県
と

和
歌
山
県
に
よ
る「
緑
の
雇
用
事
業
で
地
方
版
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
」と
い
う
共
同
提
言
が
出
さ
れ
た
。

　
林
野
庁
の
雇
用
対
策
事
業

　

さ
ら
に
、国
の
二
〇
〇
一
年
度
補
正
予
算
で
は
厚
生
労

働
省
の「
緊
急
地
域
雇
用
創
出
特
別
基
金
事
業
」の
中
で
、

　

第
一
期「
緑
の
雇
用
」（
二
〇
〇
三
～
〇
五
年
）は
、緊
急

雇
用
対
策
事
業
に
従
事
し
た
者
を
対
象
に
し
た
研
修
事

業
と
し
て
開
始
さ
れ
た
。対
象
者
の
継
続
採
用
を
目
的
に
、

一
年
間
を
対
象
期
間
と
し
て
技
術
力
向
上
の
研
修
機
会

を
提
供
し
て
、そ
の
間
の
人
件
費
や
研
修
費
を
雇
用
主
に

補
助
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。こ
の
基
本
形
は
現
在
も
変
わ

ら
な
い
が
、各
都
道
府
県
の
研
修
実
施
機
関
に
よ
る
集
合

研
修
と
、事
業
体
内
で
の
基
本
作
業
に
関
わ
る
指
導
の
い

わ
ゆ
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ（O

n the Job T
raining

）の
両
方
を
補

助
対
象
と
し
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。

　

新
規
雇
用
者
を
指
導
す
る
者
の
人
件
費
や
現
場
作
業

に
伴
う
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
や
刈
り
払
い
機
な
ど
の
機
械
経
費

図１　林業従事者数の推移

2014年度森林・林業白書より作成

（人） （％）
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図２　「緑の雇用」によるキャリアアップの流れ
研修の体系

研修の種類

本格採用前 （最大3ヵ月）
（上限60日）

集合研修
実地（OJT）研修

（月表示：技術習得推進助成の上限）
（日表示：指導費助成の上限）

―

トライアル雇用 林業就業希望者が、仕事や職場に合っているか試す３ヵ月間の就業。（本格就業前）

林業作業士（フォレストワーカー）研修
新しく林業の仕事を始めた方を対象。OJT研修や、集合研修を通じて、基本姿勢や基礎力を習得し、
職務の能力向上を図ることで、一人前の現場技能者になる能力を身につけます。

現場管理責任者（フォレストリーダー）研修
作業班長候補者など経験を積み職務力がついてきた方を対象。判断力・指導力向上、現場作業管理などを学び、
現場での管理・責任を担える能力を身につけます。

統括現場管理責任者（フォレストマネージャー）研修
複数班の統括など現場全体の管理責任能力を身につけたい方を対象。コミュニケーション能力向上、
林業の社会的使命、企画・営業・販売などを学び、林業現場の統括管理責任を担える能力を身につけます。

2年目

1年目

5年以上

10年以上

3年目

35日程度の座学と実習
林業作業の基本

【研修中に取得する安全講習など】
⃝刈払機取扱作業者
⃝伐木などの業務（チェーンソー作業）
⃝走行集材機械の運転業務　など

16日程度の座学と実習
林業作業の基本

【研修中に取得する安全講習など】
⃝造林作業の作業指揮者
⃝はい作業主任者
⃝地山掘削および
　土止め支保工作業主任者

10日程度の座学と実習
【研修中に取得する安全講習など】
⃝安全推進者養成講習

25日程度の座学と実習
1年目の内容の確認・応用

【研修中に取得する安全講習など】
⃝不整地運搬車運転技能講習
⃝荷役運搬機械によるはい作業従事者
⃝機械集材装置の運転業務
⃝簡易架線集材装置の運転業務
⃝伐木など機械の運転業務　など

17日程度の座学と実習
基礎力の向上・
大型機械を使用した林業作業

育成研修
（上限8日）

実践研修
（最大10ヵ月）（上限180日※）
※育成研修を含め、最大180日です。

―

―

（最大8ヵ月）
（上限140日）

（最大8ヵ月）
（上限140日）

出典：「緑の雇用」総合ウェブサイト
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林業経営の担い手は緑の雇用策から

を
研
修
費
用
と
認
め
て
補
助
対
象
と
す
る
も
の
で
、事
業

体
な
ど
の
雇
用
主
側
に
と
っ
て
は
新
規
雇
用
に
伴
う
経
営

へ
の
助
成
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
お
り
、雇
用
促
進
が
強

く
意
識
さ
れ
た
施
策
と
言
え
る
。

　

第
二
期「
緑
の
雇
用
」（
二
〇
〇
六
～
一
〇
年
）で
の
大
き

な
変
化
は
研
修
期
間
の
長
期
化
で
あ
る
。一
年
間
だ
っ
た

研
修
期
間
を「
基
本
研
修（
一
年
目
）」「
技
術
高
度
化
研
修

（
二
年
目
）」「
森
林
施
業
効
率
化
研
修（
三
年
目
）」と
三
年

間
に
し
た
。施
策
の
方
向
性
が「
緊
急
」の
雇
用
対
策
に
よ

る
林
業
へ
の
労
働
者
の
受
け
入
れ
や
初
期
教
育
の
実
施

か
ら
、地
域
に
定
着
し
て
森
林
整
備
を
担
う
質
の
高
い
労

働
者
の
確
保
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
関
わ

る
経
費
補
助
は
縮
小
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、集
合
研
修
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
高
度
化
と
資
格
取
得
制
度
に
よ
り
、事
業

体
経
営
を
後
押
し
す
る
姿
勢
と
な
っ
た
。

　
「
緑
の
雇
用
」が
新
規
増
を
担
う

　

第
三
期「
緑
の
雇
用
」（
二
〇
一
一
年
～
）は
、農
林
水
産

省
が
策
定
し
た「
森
林
・
林
業
再
生
プ
ラ
ン
」（
二
〇
〇
九

年
）で
示
さ
れ
た
人
材
育
成
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
、

そ
の
内
容
も
大
き
く
変
化
し
た
。こ
れ
ま
で
の
三
年
目
ま

で
の
研
修
は「
林
業
作
業
士（
フ
ォ
レ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
、以

下
、Ｆ
Ｗ
）研
修
」と
な
り
、さ
ら
に
五
年
目
以
上
を
対
象

と
し
た「
現
場
管
理
責
任
者（
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
ダ
ー
、以

下
、Ｆ
Ｌ
）研
修
」、一
〇
年
目
以
上
を
対
象
と
し
た「
統
括

現
場
管
理
責
任
者（
フ
ォ
レ
ス
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、以
下
、

Ｆ
Ｍ
）研
修
」が
新
た
に
導
入
さ
れ
た
。研
修
内
容
の
共
通

化
も
進
み
、人
材
育
成
と
い
う
観
点
が
明
確
に
な
っ
た
。

各
段
階
の
人
材
像
は
図
２
に
示
す
通
り
、研
修
期
間
の
さ

ら
な
る
長
期
化
に
よ
り
、Ｆ
Ｗ
修
了
者
に
対
し
て
、将
来

の
キ
ャ
リ
ア
目
標
と
し
て
の
Ｆ
Ｌ
・
Ｆ
Ｍ
と
い
う
具
体
像

を
提
供
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の「
緑
の
雇
用
」の
成
果
は
図
３
で
示
す
よ

う
に
二
〇
〇
三
年
か
ら
一
三
年
ま
で
に
一
万
四
三
六
四
人

が
新
規
雇
用
時
研
修
を
修
了
し
た
。年
に
よ
り
差
は
あ
る

が
、事
業
実
施
年
以
前
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、新
規
雇
用

者
の
増
加
分
は「
緑
の
雇
用
」が
お
お
む
ね
担
っ
て
き
た

と
言
え
る
。「
緑
の
雇
用
」の
対
象
者
は
林
業
就
業
経
験
二

年
未
満
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、林
業
現
場
の「
若
返
り
」に

つ
い
て
も「
緑
の
雇
用
」を
経
由
し
た
就
業
者
が
大
き
く

貢
献
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。ま
た
、チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
に

代
わ
り
、最
も
危
険
な
伐
倒
作
業
を
担
う
ハ
ー
ベ
ス
タ
や
、

林
道
や
土
場
な
ど
で
、全
木
集
材
さ
れ
た
材
の
枝
払
い
、

測
尺
、玉
切
り
を
連
続
し
て
行
う
プ
ロ
セ
ッ
サ
な
ど
の
高

性
能
林
業
機
械
が
普
及
す
る
中
で
、そ
れ
ら
を
操
作
可
能

な
技
能
者
の
供
給
も
重
要
な
役
割
と
な
っ
て
い
る
。地
球

温
暖
化
対
策
、公
共
事
業
の
内
容
見
直
し
や
国
産
材
市
場

の
拡
大
と
い
う
状
況
変
化
も
大
き
い
が
、そ
の
外
的
要
因

を
実
際
の
雇
用
に
反
映
さ
せ
る
施
策
と
し
て「
緑
の
雇

用
」は
一
定
の
成
果
を
上
げ
た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、担
い
手
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば「
緑

の
雇
用
」の
大
き
な
課
題
は
定
着
率
で
あ
る
。林
野
庁
は

「
緑
の
雇
用
」の
定
着
率
を
公
表
し
て
い
な
い
が
、筆
者
が

あ
る
県
を
調
査
し
た
結
果
で
は
、〇
三
年
か
ら
一
三
年
の

間
の
通
算
の
定
着
率
は
四
割
程
度
で
あ
り
、初
年
度
の
〇

三
年
の
研
修
生
は
三
割
以
下
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。

研
修
開
始
後
一
年
の
定
着
率
は
お
お
む
ね
七
～
八
割
と

変
化
は
少
な
い
が
、年
を
追
う
ご
と
に
離
脱
者
が
増
加
し

て
い
く
。こ
の
結
果
は
多
く
の
都
道
府
県
で
大
き
く
変
わ

る
も
の
で
は
な
い
が
、期
ご
と
の
研
修
体
系
や
事
業
目
的

の
変
化
も
あ
り
、定
着
率
は
改
善
傾
向
に
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、新
規
に
参
入
し
た
林
業
従
事
者
が
長

期
に
定
着
す
る
に
は
所
得
水
準
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
困
難

が
存
在
し
て
い
る
。他
産
業
と
比
較
す
る
と
、林
業
従
事

者
は
若
い
う
ち
は
家
賃
な
ど
の
実
質
的
な
生
活
費
用
を

考
慮
し
て
も
、同
世
代
よ
り
も
少
し
良
い
程
度
の
所
得
水

準
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

　
林
業
へ
の
就
業
定
着
に
課
題

　

林
業
は
昇
給
に
限
界
が
あ
り
、他
産
業
の
従
事
者
と
の

給
与
格
差
は
、年
を
重
ね
る
ご
と
に
拡
大
し
て
い
く
傾
向

に
あ
る
。さ
ら
に
、山
村
部
で
の
生
活
に
伴
う
大
き
な
問

題
と
し
て
、教
育
や
医
療
の
問
題
が
あ
る
。結
婚
や
子
ど

も
の
成
長
に
伴
う
通
学
や
通
院
、本
人
の
加
齢
に
よ
る
健

康
維
持
な
ど
で
、こ
れ
ら
生
活
上
の
不
便
さ
が
大
き
な
負

担
と
な
る
。ま
た
、人
に
よ
っ
て
は
遠
方
に
住
む
親
の
介

護
と
い
っ
た
問
題
も
発
生
す
る
。筆
者
が
現
地
で
調
査
し

た
際
も
、子
ど
も
の
小
・
中
学
校
へ
の
通
学
は
ス
ク
ー
ル

バ
ス
な
ど
で
対
応
で
き
て
も
、高
校
へ
進
学
す
る
と
な
る

と
家
族
で
町
へ
の
移
住
を
選
択
し
た
り
、老
親
の
介
護
で

地
元
に
戻
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
生
活
の
変
化
に
伴

う
離
職
事
例
に
出
会
う
こ
と
が
あ
っ
た
。こ
れ
ら
の
問
題

は
事
業
者
の
経
営
努
力
や「
緑
の
雇
用
」の
み
で
全
て
解

決
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。生
活
基
盤
の
整
備
や
社
会
福

祉
制
度
の
充
実
も
含
め
て
、総
合
的
な
地
域
振
興
策
と
連

携
し
な
が
ら
適
切
な
策
を
考
慮
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

林
業
の
担
い
手
に
つ
い
て
、高
度
成
長
期
ま
で
は
農
家

林
家
育
成
と
い
う
政
策
方
針
も
あ
り
、雇
用
労
働
者
の
育

成
は
強
く
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。し
か
し
、近
年
は

雇
用
環
境
の
悪
化
も
あ
り
、都
市
部
で
余
剰
と
な
っ
た
労

働
者
に
対
し
て「
緑
の
雇
用
」は
施
策
と
し
て
林
業
へ
の

新
規
参
入
を
後
押
し
す
る
も
の
と
な
っ
た
。そ
れ
を
可
能

に
し
た
背
景
に
は
国
産
材
市
場
の
活
況
と
森
林
資
源
の
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充
実
が
あ
る
が
、森
林
資
源
の
保
続
を
前
提
に
、安
全
に

効
率
化
さ
れ
た
現
場
作
業
の
高
度
化
が
必
須
と
な
る
。そ

の
た
め
に
は
、作
業
従
事
者
か
ら
現
場
の
責
任
者
ま
で
を

含
め
た
技
術
力
の
向
上
が
必
要
で
あ
り
、「
緑
の
雇
用
」の

研
修
内
容
が
新
た
な
時
代
の
要
請
に
応
え
得
る
か
に
つ

い
て
は
、継
続
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、各
種
統
計
か
ら
日
本
の
人
口

が
今
後
、大
幅
な
減
少
に
転
じ
る
こ
と
が
確
実
な
点
で
あ

る
。仮
に
、少
子
化
対
策
の
施
策
が
奏
功
し
て
も
変
化
は

数
十
年
後
で
あ
り
、こ
の
間
は
生
産
年
齢
人
口
の
割
合
が

縮
小
し
て
い
く
。そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、都
市
部
の
余

剰
労
働
力
を
吸
収
す
る
形
で
林
業
従
事
者
数
が「
Ｖ
字
回

復
」を
継
続
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。人
口
減
少
社

会
に
お
い
て
は
、旧
来
型
の
量
的
確
保
・
定
着
率
向
上
を

至
上
命
題
と
し
な
い
新
た
な
議
論
も
必
要
と
な
る
。

　
林
業
体
験
で
伝
道
者
に
な
る

　

筆
者
の
提
言
と
し
て
申
し
上
げ
た
い
。若
く
自
由
な
時

代
に
山
村
で
林
業
に
従
事
し
た
人
間
が
都
市
に
戻
る
こ

と
を「
離
脱
」と
し
て
、従
事
者
、雇
用
者
の
双
方
に
と
っ

て
挫
折
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、山
村

で
の
経
験
を
広
く
持
ち
帰
る「
伝
道
者
」と
い
う
考
え
方

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。例
え
ば
、年
間
一
〇
〇
〇
人
以

上
を
送
り
出
す
青
年
海
外
協
力
隊
の
多
く
の
者
は
、セ
カ

ン
ド
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
一
般
企
業
な
ど
に
就
職
し
て
、そ

の
経
験
を
日
常
業
務
や
生
活
で
活
か
し
な
が
ら
日
本
社

会
に
還
元
し
て
い
る
。そ
れ
と
同
様
に
、林
業
で
の
就
業

経
験
者
が
都
市
で
別
な
職
業
に
就
き
な
が
ら
、ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
の
関
わ
り
を
継
続
し
た
り
、生
活
状
況
が
安
定

し
た
後
に
山
村
に
再
び
戻
っ
た
り
も
で
き
る
。さ
ら
に
、

高
性
能
林
業
機
械
の
普
及
に
よ
る
作
業
シ
ス
テ
ム
の
改

善
は
、彼
ら
が
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
際
に
も
林
業
に
戻

る
可
能
性
を
ゼ
ロ
と
は
し
て
い
な
い
。人
口
減
少
社
会
に

お
い
て
は
手
段
を
選
ん
で
い
る
余
裕
は
な
く
、担
い
手
の

多
様
な
在
り
方
を
受
容
し
た
上
で
、地
域
の
森
林
資
源
を

保
続
、活
用
す
る
方
策
を
考
え
る
の
が
第
一
と
な
る
。今
後

は
行
政
や
事
業
者
、大
学
な
ど
の
教
育
研
究
機
関
も
含
め

た
関
係
者
が
協
力
し
て
、状
況
を
改
善
す
る
努
力
が
必
要

で
あ
る
。例
え
ば
、鹿
児
島
大
学
で
は
演
習
林
を
フ
ィ
ー

ル
ド
に
二
〇
〇
七
年
か
ら
林
業
技
術
者
の
社
会
人
学
び

直
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
講
し
て
お
り
、九
州
を
中
心
に
一

五
〇
人
近
い
修
了
者
を
輩
出
し
て
い
る
。大
学
で
の
学
び

が
彼
ら
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
り
、林
業
と
い
う

仕
事
を
前
向
き
に
考
え
る
機
会
と
し
て
い
き
た
い
。関
係

者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
で
き
る
こ
と
が
あ
り
、 

国
費

を
投
じ
て
育
成
さ
れ
た
人
材
が
長
く
林
業
に
関
わ
る
方

法
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
定
着
と
い
う
形
で
の
継
続
だ
け
が
唯
一
の
選

択
で
は
な
く
、将
来
的
な
復
帰
を
考
慮
し
て
も
い
い
。そ

の
た
め
に
は
、国
民
生
活
の
た
め
の
木
材
供
給
や
森
林
の

公
益
的
機
能
の
維
持
・
増
進
な
ど
に
労
働
力
が
、ど
の
時

点
に
ど
の
程
度
必
要
で
、そ
れ
に
対
し
て
ど
の
担
い
手
が

ど
の
程
度
対
応
で
き
る
の
か
を
根
本
か
ら
議
論
す
る
必

要
が
あ
る
。他
産
業
と
同
様
に
林
業
は
あ
く
ま
で
生
業
の

一
つ
で
、そ
の
有
り
様
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。本
稿
で
は
雇

用
労
働
者
を
中
心
に
論
じ
た
が
、地
元
に
生
ま
れ
育
っ
た

農
家
林
家
が
副
業
的
に
行
う
林
業
も
あ
る
。ま
た
、大
規

模
な
集
約
化
施
業
で
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
勝
負
し
た
い
起

業
者
、家
業
と
し
て
の
林
業
を
継
続
さ
せ
た
い
者
、人
生

の
一
ス
テ
ー
ジ
を
山
村
で
過
ご
し
た
い
若
者
、「
定
年
帰

林
」す
る
者
、そ
の
他
に
も
想
定
さ
れ
る
担
い
手
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。

　

森
林
・
林
業
経
営
の
未
来
の
姿
は
担
い
手
の
数
だ
け
存

在
す
る
と
言
っ
て
も
い
い
し
、そ
の
多
様
性
こ
そ
が
人
口

減
少
や
各
種
の
外
的
要
因
に
負
け
な
い
し
な
や
か
さ
の

基
盤
と
な
る
。担
い
手
像
が
多
様
化
す
る
中
で「
緑
の
雇

用
」で
実
施
し
て
い
る
初
期
研
修
へ
の
投
資
は
、新
規
労

働
者
の
技
量
向
上
、安
全
確
保
や
生
活
安
定
に
よ
る
人
づ

く
り
を
通
し
た
新
た
な
社
会
基
盤
の
整
備
の
一
環
と
し

て
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。　
　
　
　

  

図３　現場技能者として林業へ新規に就業した者（新規就業者）の推移

注：「緑の雇用」は新規雇用時研修（第1期は研修修了者数、第2期は「基本研修」修了者、第3期は「ＦＷ1年目」の合計）
資料：林野庁HP「林業労働力の動向」
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消
費
者
の
食
や
農
林
水
産
に
関
す
る

意
識
・
意
向
を
把
握
す
る
た
め
、日
本
公

庫
で
は
、毎
年
二
回
、消
費
者
動
向
調
査

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

二
〇
一
五
年
度
上
半
期
で
は
、毎
回
実

施
し
て
い
る「
食
に
関
す
る
志
向
」の
ほ

か
、特
別
調
査
と
し
て
、現
在
、生
産
・
利

用
の
拡
大
が
推
進
さ
れ
て
い
る「
飼
料
用

米
で
育
て
た
畜
産
物
に
関
す
る
消
費
者

の
意
識
・
意
向
」を
調
査
し
ま
し
た
の
で
、

そ
の
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

食
に
関
す
る
志
向

　
「
経
済
性
志
向
」が
大
き
く
上
昇

　

現
在
の
食
に
関
す
る
志
向
で
は
、「
健

康
志
向
」が
四
一
・
〇
％
と
な
り
ま
し
た

（
図
１
）。こ
れ
は
、前
回
調
査（
二
〇
一
五

年
一
月
実
施
）か
ら
四
・
四
ポ
イ
ン
ト
減

少
し
た
も
の
の
、二
〇
一
〇
年
一
二
月
調

査
か
ら
一
〇
期
連
続
で
最
多
の
回
答
と

な
っ
て
い
ま
す
。一
方
、「
経
済
性
志
向
」

が
三
八
・
四
％
と
な
り
、前
回
調
査
か
ら

六
・
〇
ポ
イ
ン
ト
も
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
四
月
以
降
、食
料
品
を
は
じ
め

と
す
る
消
費
者
物
価
が
上
昇
傾
向
に
あ

り
、食
費
を
な
る
べ
く
節
約
し
た
い
と
い

う
消
費
者
の
意
向
が
高
ま
っ
て
い
る
結

果
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

食
料
品
を
購
入
す
る
と
き
、あ
る
い
は

外
食
す
る
と
き
に
、国
産
か
ど
う
か
を

気
に
か
け
る
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
気
に

か
け
る
」と
す
る
割
合
は
、購
入
す
る
と

き
は
、前
回
調
査
よ
り
〇
・
四
％
上
昇
し

八
〇
・
〇
％
、外
食
す
る
と
き
は
同
値
で

三
九・一
％
と
な
り
ま
し
た
。（
図
２
）。経

年
的
に
見
る
と
、国
産
で
あ
る
こ
と
を
気

に
か
け
る
傾
向
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、国
産
食
品（
国
産
原
料
の
食

品
）に
対
す
る「
安
全
面
」「
お
い
し
さ
」

「
見
た
目
」の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
聞
い

た
と
こ
ろ
、国
産
食
品
は「
安
全
で
あ
る
」

「
お
い
し
い
」「
色・形
が
よ
い
」と
す
る
割

合
が
、七
二
・
八
％
、六
五
・
八
％
、四
八
・

九
％
と
な
り
ま
し
た
。い
ず
れ
も
二
〇
〇

九
年
七
月
の
本
設
問
開
始
以
降
、最
高

値
で
あ
り
、こ
れ
ら
品
質
面
で
国
産
品
が

支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
と
な
り

ま
し
た（
図
３
）。

　

輸
入
品
と
比
べ
、ど
の
く
ら
い
の
価
格

レ
ベ
ル
ま
で
な
ら
国
産
品
を
選
ぶ
か
、い

わ
ゆ
る
価
格
許
容
度
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

「
割
高
で
も
国
産
品
を
選
ぶ
」が
、前
回
調

査（
六
四・〇
％
）を
わ
ず
か
な
が
ら
上
回

り
六
四
・
一
％
と
な
り
ま
し
た（
図
４
）。

こ
れ
は
、〇
八
年
五
月
調
査（
六
四
・

七
％
）に
次
い
で
、過
去
二
番
目
に
高
い

割
合
と
な
っ
て
い
ま
す
。

飼
料
用
米
で
育
て
た
畜
産
物
に
関
す
る
意
向

　
約
九
割
が
購
入
に
意
欲

　
「
輸
入
穀
物
の
代
わ
り
に
国
産
の
飼

料
用
米
を
家
畜
に
与
え
る
取
組
」を

知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、

「
知
っ
て
い
る
」は
、三
〇
・
九
％
に
留
ま

る
結
果
と
な
り
ま
し
た（
図
５
）。飼
料
用

米
の
取
り
組
み
に
対
す
る
消
費
者
の
認

知
度
は
い
ま
だ
低
い
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。

　

次
に
、こ
の
よ
う
な
飼
料
用
米
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
、「
ど
の
よ
う
な
効
果
が

期
待
で
き
る
と
感
じ
る
か
」を
聞
い
た
と

こ
ろ
、飼
料
用
米
の
生
産
を
通
じ
た「
農

地
の
維
持
」が
二
四
・
九
％
で
最
多
と
な

り
ま
し
た（
図
６
）。

　

次
は
、輸
入
飼
料
で
は
な
く
、国
産
の

米
を
餌
と
し
て
畜
産
物
が
生
産
さ
れ
る

た
め
に「
安
全
に
感
じ
る
」で
二
三・一
％

と
な
り
ま
し
た
。

　
「
飼
料
用
米
で
育
て
た
畜
産
物
の
今

後
の
購
入
意
欲
」を
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
購

入
し
た
い
」と
す
る
回
答
が
八
七
・
四
％

と
な
り
ま
し
た（
図
７
）。お
お
よ
そ
九
割

と
多
く
の
消
費
者
に
購
入
意
欲
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。購
入
経

験
者
か
ら
は
、「
飼
料
用
米
」と
い
う
国
産

の
飼
料
で
畜
産
物
が
生
産
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、「
安
全
で
あ
る
」と
い
う
印
象

や
、「
お
い
し
く
」感
じ
る
と
い
っ
た
意
見

も
あ
り
ま
し
た
。

　

今
後
の
飼
料
用
米
の
取
り
組
み
の
拡

大
に
向
け
て
、期
待
が
持
て
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
。

　

続
い
て
、飼
料
用
米
で
育
て
た
畜
産

物
な
ど
に
つ
い
て
、従
来
品
に
対
し
、ど

の
程
度
割
高
で
も
購
入
す
る
か
価
格
許

容
度
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
割
高

で
も
購
入
し
た
い
」が
各
品
目
で
五
割
程

安全、おいしさ、
見た目などの品質面で

国産支持

消費者の食の志向はどのように変化しているのか、最
近の食料・農業をめぐる情勢の変化の中で消費者の
食料・農業に対する意識・意向はどうなっているのか。
昨年7月に実施した消費者動向調査の結果につい
て、そのポイントをご紹介します。

日本 政 策 金 融 公 庫 ◦ 農 林 水 産 事 業

Report on research

情報戦略レポート 

●

―2015年度上半期 消費者動向調査―



16　AFCフォーラム 2016・2

Report on research

図１　現在の食の志向（上位）の推移（２つまで回答）

図２　食料品を購入するとき、あるいは外食するときに、国産かどうか気にかけるか
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度
と
な
り
ま
し
た（
図
８
）。

　
一
方
で
、「
購
入
し
た
い
」と
す
る
価
格

帯
は
、従
来
品
と「
同
等
」お
よ
び
従
来
品

よ
り
も「
一
割
高
」ま
で
と
す
る
回
答
が
、

全
品
目
で
八
割
程
度
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

図
７
の「
購
入
し
た
い
」と
す
る
回
答

の
う
ち
、最
も
多
い
回
答
が「
価
格
次
第

で
は
購
入
し
た
い
」（
四
二
・
七
％
）で
あ

る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
る
と
、今
後
、飼

料
用
米
で
育
て
た
畜
産
物
を
定
着
さ
せ

て
い
く
た
め
に
は
、従
来
品
と
同
等
か
一

割
高
程
度
で
の
価
格
設
定
を
目
指
す
こ

と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
、今
回
の
調
査
で
は
、消
費
者

が
食
品
を
購
入
す
る
際
、安
全
性
に
つ
い

て
何
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
の
か
な

ど
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も
実
施
し
て
い

ま
す
。そ
の
内
容
や
今
回
ご
紹
介
し
た

内
容
の
公
表
資
料
な
ど
に
つ
き
ま
し
て

は
、当
公
庫
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

お
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
（http://w

w
w

.jfc.go.jp/n/
findings/investigate.htm

l#sec04

）

（
情
報
企
画
部　

大
竹 

匡
巳
）

［
調
査
概
要
］

●
調
査
対
象
：
全
国
の
二
〇
～
七
〇
歳
代
の
男

女
二
〇
〇
〇
人（
男
女
各
一
〇
〇
〇
人
）

●
実
施
時
期
：
二
〇
一
五
年
七
月
一
日
～
一
五
日

●
調
査
方
法
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ア
ン

ケ
ー
ト

注
：
図
に
つ
い
て
は
、四
捨
五
入
の
関
係
上
、合

計
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

図３　国産食品（国産原料の食品）に対するイメージ
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Report on research

図5　「輸入穀物の代わりに国産飼料用米を
家畜に与える取組」に対する認知度

図８　飼料用米で育てた畜産物や加工品の従来品に対する価格許容度

図７　飼料用米で育てた畜産物の今後の購入意欲
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図４　国産食品の輸入食品に対する価格許容度

図６　家畜の飼料に国産の米を利用する取り組みにより、どのような効果が期待できると感じるか
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齋
藤 

朱
里

大
田
原
市
森
林
組
合 

事
業
課 

技
師
補

栃
木
県
大
田
原
市

の
こ
ぎ
り
と
は
し
ご
を
抱
え
て

祖
父
が
山
に
入
る
姿
を

子
ど
も
の
頃
に
よ
く
見
か
け
た

同
じ
林
業
の
道
を
歩
む

祖
父
の
枝
打
ち
は
見
事
で
す

さ
ん

木
材
自
由
化
の
一
九
六
四
年
以
降
、日
本
の
林
業
は
退

潮
し
、山
の
荒
廃
が
進
む
。今
、環
境
保
全
の
観
点
か
ら

世
界
的
に
伐
採
制
限
を
行
い
、他
方
わ
が
国
で
は
、国

産
材
が
売
れ
ご
ろ
の
成
長
期
を
迎
え
る
。林
業
に
一
条

の
光
が
差
し
込
み
つ
つ
あ
る
。
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祖
父
の
思
い
受
け
継
ぎ
山
の
世
界
へ

　
「
地
元
の
山
を
守
り
た
い
」と
林
業
の
世
界
に
飛

び
込
ん
だ
女
性
が
い
る
。大
田
原
市
森
林
組
合
の
齋

藤
朱あ

か

里り

さ
ん（
二
六
歳
）だ
。

　

日
本
は
一
九
六
四
年
に
木
材
の
輸
入
を
自
由
化

し
、国
内
自
給
率
は
三
割
弱
に
す
ぎ
な
い
。輸
入
の

あ
お
り
を
受
け
て
、国
産
木
材
は
費
用
に
見
合
う
価

格
が
付
か
な
い
た
め
、林
業
で
生
計
を
立
て
る
人
が

減
り
山
の
手
入
れ
も
ま
ま
な
ら
ず
、森
林
が
荒
れ
て

し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、朱
里
さ
ん
は
こ
の
厳
し
い
世
界
に
入
る

こ
と
に
迷
い
が
な
か
っ
た
と
い
う
。イ
チ
ゴ
生
産
農

家
に
生
ま
れ
、好
き
だ
っ
た
植
物
を
学
ぶ
か
、保
育

士
に
な
ろ
う
か
迷
っ
た
末
、東
京
農
業
大
学
短
期
大

学
部
に
進
み
、造
園
に
つ
い
て
勉
強
し
た
。授
業
で

は
日
本
の
森
林
事
情
に
つ
い
て
も
学
ん
だ
。「
人
の

手
が
入
ら
ず
、荒
れ
た
森
林
が
増
え
て
い
る
」
―
―
。

足
元
に
あ
る
日
本
の
森
林
問
題
が
頭
か
ら
離
れ
ず
、

徐
々
に
山
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
い
う
意
欲
が
高

ま
っ
た
。

　

朱
里
さ
ん
に
は
祖
父
、基
夫
さ
ん
が
い
た
。子
ど

も
の
頃
、気
付
く
と
基
夫
さ
ん
は
の
こ
ぎ
り
と
は
し

ご
を
抱
え
て
出
掛
け
て
い
っ
た
。そ
の
と
き
祖
父
が

山
で
枝
打
ち
や
下
刈
り
を
し
て
い
た
と
知
っ
た
の

は
短
大
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。こ
ま
め
に

山
の
管
理
を
す
る
祖
父
の
姿
と
は
裏
腹
に
、日
本
の

森
林
は
荒
れ
つ
つ
あ
る
。朱
里
さ
ん
は
、こ
の
状
況

を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。短
大
卒
業
後
、

宇
都
宮
大
学
森
林
科
学
科
に
編
入
し
、本
格
的
に

森
林
に
つ
い
て
学
び
始
め
た
。

　

編
入
前
か
ら
大
田
原
市
森
林
組
合
へ
の
入
組
を

考
え
て
い
た
。基
夫
さ
ん
に
伴
わ
れ
て
大
学
三
年
の

冬
に
組
合
長
の
須
藤
義
朗
さ
ん
の
自
宅
を
訪
れ
、働

き
た
い
と
の
意
思
を
伝
え
た
。そ
れ
か
ら
数
カ
月
間
、

何
の
音
沙
汰
も
な
か
っ
た
。須
藤
さ
ん
は「
専
門
職

と
し
て
働
き
た
い
と
い
う
女
性
は
彼
女
が
初
め
て

で
、危
な
い
仕
事
も
あ
る
し
、ト
イ
レ
の
問
題
な
ど

心
配
の
方
が
先
に
た
っ
た
」と
振
り
返
る
。

　

吉
報
を
期
待
し
つ
つ
、並
行
し
て
就
職
活
動
を
し

て
い
た
朱
里
さ
ん
に
、つ
い
に
採
用
の
連
絡
が
あ
っ

た
。程
な
く
し
て
、基
夫
さ
ん
は
亡
く
な
っ
た
。入
組

後
、朱
里
さ
ん
は
基
夫
さ
ん
が
手
入
れ
し
て
い
た
山

に
入
っ
た
。「
ヒ
ノ
キ
の
枝
打
ち
が
し
っ
か
り
さ
れ
て

い
て
、よ
く
こ
こ
ま
で
や
っ
た
な
と
思
い
ま
し
た
」。

生
前
、基
夫
さ
ん
と
山
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
話
す
機

会
は
な
か
っ
た
と
い
う
が
、天
国
で
こ
の
言
葉
を
聞

い
た
基
夫
さ
ん
は
目
を
細
め
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　
徐
々
に
見
え
て
き
た
課
題

　

大
田
原
市
森
林
組
合
が
管
轄
す
る
杉
や
ヒ
ノ
キ

な
ど
が
植
え
ら
れ
た
森
林
は
約
八
〇
〇
〇
㌶
。組
合

は
、高
齢
化
や
副
業
な
ど
で
山
の
管
理
が
で
き
な
く

な
っ
た
組
合
員
に
替
わ
っ
て
作
業
を
行
う
。事
業
課

は
山
に
入
っ
て
植
え
付
け
や
下
刈
り
、伐
採
な
ど
の

作
業
を
す
る
技
能
職
員
と
、作
業
計
画
を
立
て
技
能

職
員
に
指
示
を
す
る
職
員
に
分
け
ら
れ
る
。朱
里
さ

ん
は
六
人
い
る
職
員
の
末
っ
子
だ
。補
助
金
の
申
請

な
ど
事
務
所
で
の
仕
事
が
多
い
が
、作
業
を
す
る
山

と
そ
う
で
な
い
山
の
境
界
を
確
認
し
た
り
、測
量
し

て
作
業
す
る
面
積
を
確
定
す
る
た
め
に
現
場
に
も

出
向
く
。「
教
わ
る
ば
か
り
の
毎
日
で
す
」と
謙
虚
に

P19：口数こそ多くないが、山や森への熱い想いが全身から伝わって
くる　P20：山に入ると軽やかに傾斜を駆け上っていった（右上）　
傾斜での作業は過酷。石などの障害物は当たり前、蜂に刺される被
害もある（右下右）　年輪を重ねた木材にも適正価格が付かない（右
下左）　「きちっと手入れし、大田原の山を後世に引き継いでいきた
い」と語る朱里さん。木材が取引される木材共販所にて（左）
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話
す
が
、勤
務
し
て
か
ら
間
も
な
く
三
年
が
た
ち
、

課
題
も
し
っ
か
り
把
握
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、山
の
仕
事
は
収
入
が
不
安
定
で
あ
る
点

だ
。現
場
で
働
く
技
能
職
員
は
雨
が
降
る
と
仕
事
が

な
く
、給
与
体
系
も
日
給
制
で
、収
入
に
響
く
。技
能

職
員
に
は
二
〇
代
の
若
手
も
い
る
が
、危
険
な
仕
事

で
も
あ
り
、離
職
に
つ
な
が
り
や
す
い
。

　

も
う
一
つ
は
、木
材
の
販
売
だ
け
で
生
計
が
成
り

立
た
な
い
と
い
う
根
本
的
な
問
題
。高
度
経
済
成
長

期
ま
で
、杉
の
木
を
一
本
売
れ
ば
、家
が
一
戸
建
つ
と

い
う
ほ
ど
高
い
価
値
が
あ
っ
た
が
、今
で
は
四
〇
年

育
て
た
杉
が
一
本
一
〇
〇
〇
円
に
も
な
ら
な
い
、と

い
う
話
を
筆
者
も
よ
く
耳
に
す
る
。組
合
が
間
伐
材

を
切
り
出
し
て
販
売
し
て
も
、経
費
と
相
殺
さ
れ
、

所
有
者
に
は
補
助
金
を
足
し
て
も
わ
ず
か
な
額
が

還
元
さ
れ
る
程
度
。植
え
付
け
や
下
刈
り
作
業
に

至
っ
て
は
、所
有
者
の
持
ち
出
し
と
な
る
。お
金
を

掛
け
て
手
入
れ
を
す
る
な
ら
放
っ
て
お
い
た
方
が

い
い
と
、ま
す
ま
す
山
へ
の
関
心
が
薄
れ
、自
分
の
山

が
ど
こ
に
あ
る
か
も
分
か
ら
な
い
所
有
者
も
多
い
。

　

朱
里
さ
ん
は
課
題
を
嘆
く
だ
け
で
は
な
く
、自
身

で
答
え
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。「
雨
の
日
に

も
で
き
る
仕
事
を
い
か
に
確
保
す
る
か
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
」。若
手
の
離
職
に
つ
い
て
も「
若
い
担

い
手
を
育
て
て
い
く
仕
組
み
を
全
体
で
つ
く
っ
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。ベ
テ
ラ
ン
の
職
人
か
ら
す

れ
ば
頼
り
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、技
術
を
身
に

付
け
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。若
い
人
は

気
力
と
忍
耐
力
を
持
つ
こ
と
も
大
切
で
す
」。職
人

気
質
が
色
濃
く
残
る
世
界
に
あ
っ
て
、ベ
テ
ラ
ン
と

若
手
を
ど
う
つ
な
げ
て
い
く
か
、朱
里
さ
ん
は
そ
の

橋
渡
し
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
女
子
力
活
か
し
情
報
発
信
し
た
い

　

現
在
、木
材
販
売
は
希
望
の
光
が
差
し
込
ん
で
い

る
と
い
う
。大
田
原
市
森
林
組
合
が
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
を
仰
い
で
い
る
矢
島
経
営
経
済
研
究
所
の
矢

島
洋
一
さ
ん
は「
開
発
途
上
国
を
中
心
に
、環
境
保

全
の
た
め
伐
採
が
制
限
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、日
本

は
六
〇
～
七
〇
年
前
に
植
え
た『
売
れ
ご
ろ
』の
木

材
が
た
く
さ
ん
あ
る
。輸
出
も
含
め
販
路
開
拓
す
れ

ば
日
本
の
林
業
は
大
き
く
変
わ
る
」と
言
う
。矢
島

さ
ん
は
技
能
職
員
の
作
業
標
準
書
作
り
や
能
力
評

価
シ
ス
テ
ム
を
指
導
し
て
お
り
、朱
里
さ
ん
も
関

わ
っ
て
い
る
。さ
ら
に
朱
里
さ
ん
が
力
を
入
れ
た
い

こ
と
は
情
報
発
信
だ
。大
学
時
代
に
は
、同
じ
学
科

の
女
性
五
人
で
、「
林
業
女
子
会
＠
栃
木
」と
い
う
組

織
を
立
ち
上
げ
、お
茶
を
飲
み
な
が
ら
一
般
の
人
と

森
に
つ
い
て
語
る「
林り

ん
カ
フ
ェ
」な
ど
を
開
催
し
た
。

林
業
女
子
会
は
京
都
府
で
始
ま
り
、今
で
は
静
岡
県

や
岐
阜
県
な
ど
全
国
に
組
織
が
あ
る
。そ
れ
だ
け
林

業
に
魅
了
さ
れ
た
女
性
が
増
え
て
い
る
証
拠
だ
。共

に
活
動
し
た
四
人
は
林
業
関
係
の
仕
事
や
研
究
を

続
け
て
い
る
。「
み
ん
な
、森
を
守
ろ
う
と
い
う
使
命

感
み
た
い
な
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
」。森
や
山
の

魅
力
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
活
動
に
も
参
加
し
て

い
る
。「
と
ち
木
異
業
種
連
携
女
子
会
」（
仮
称
）の
メ

ン
バ
ー
と
し
て
林
業
関
係
者
や
主
婦
、行
政
な
ど
交

え
て
、今
後
、現
場
見
学
や
勉
強
会
を
開
催
し
、栃
木

県
の
木
材
の
Ｐ
Ｒ
を
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　

木
と
い
う
と
家
や
家
具
の
材
料
を
思
い
浮
か
べ

る
が「
森
は
水
を
蓄
え
て
浄
化
す
る
こ
と
か
ら
、『
緑

の
ダ
ム
』と
言
わ
れ
ま
す
。キ
ノ
コ
や
木
の
実
、山
菜

な
ど
山
の
幸
も
あ
る
し
、子
ど
も
た
ち
の
学
習
の
場

所
に
も
な
る
。森
林
浴
で
の
癒
や
し
効
果
も
あ
る
し
、

落
ち
葉
は
堆
肥
の
原
料
に
な
り
ま
す
」と
目
を
輝
か

せ
て
教
え
て
く
れ
た
。確
か
に
、山
か
ら
こ
れ
ほ
ど

恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
に
私
た
ち
は
あ
ま
り
に
も

無
関
心
だ
。山
と
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
関
係
に
つ
い

て
情
報
発
信
す
る
女
性
が
増
え
れ
ば
、山
の
活
か
し

方
も
変
わ
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。朱
里
さ
ん
は

今
、植
え
付
け
や
間
伐
と
い
っ
た
施
業
の
方
針
を
立

て
た
り
、事
業
収
支
を
含
め
た
森
林
の
活
か
し
方
を

所
有
者
に
提
案
す
る「
森
林
施
業
プ
ラ
ン
ナ
ー
」を

目
指
し
、勉
強
を
続
け
て
い
る
。　
　
　
　
　
　

（
青
山 

浩
子
／
文　

河
野 

千
年
／
撮
影
）

大田原市森林組合 URL…http://www.jf-ohtawara.or.jp/

須藤義朗組合長を囲む大田原市森林組合の職員の皆さん（一部）。事務所
を預かる女性職員たちも朱里さんを温かくサポートしている
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パーティーの主役たち

声楽家

西口 彰子

にしぐち あきこ
栃木県出身。東京藝術大学卒業後、2009年に渡米。マネス音楽
院修士課程卒業後、ベルリン、ミラノにて活動。ニューヨークや
ドイツの数々のコンクールで入賞。ドイツ、ジルベスターコン
サートでラインラント＝プファルツ州立フィルハーモニー管
弦楽団と共演。15年夏より日本でも活躍中。公式HP：http://
akiko-nishiguchi.net/

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、ベ
ル
リ
ン
、ミ
ラ
ノ
と
、歌
手
と
し
て
武
者
修
行
の
六
年
間
、孤

独
に
な
り
が
ち
な
海
外
生
活
で
、私
が
多
く
の
人
と
出
会
え
た
の
は
パ
ー
テ
ィ
ー

や
デ
ィ
ナ
ー
で
し
た
。

　

音
楽
院
に
通
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、食
べ
る
こ
と
よ
り
も
、話
す
こ
と
が
目

的
の
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
ー
が
よ
く
企
画
さ
れ
ま
し
た
。基
本
的
に
食
事
は
な
く
、ひ

た
す
ら
お
酒
を
飲
み
続
け
な
が
ら
、相
手
を
変
え
、話
題
を
変
え
、夜
通
し
話
し
続

け
ま
す
。自
分
以
外
は
全
員
ア
メ
リ
カ
人
、な
ん
て
時
は
結
構
し
ん
ど
か
っ
た
の
で

す
が
、生
き
た
文
化
や
、同
世
代
の
人
が
日
ご
ろ
何
を
考
え
て
い
る
の
か
を
知
る
貴

重
な
機
会
で
し
た
。食
事
が
出
る
時
は「
デ
ィ
ナ
ー・パ
ー
テ
ィ
ー
」と
い
う
お
知
ら

せ
に
な
る
よ
う
で
す
が
、留
学
当
初
は「
い
つ
お
料
理
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
」と

お
な
か
を
空
か
せ
て
い
た
も
の
で
す
。

　

ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
ビ
ー
ル
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。ビ
ー
ル
は
食
事
の
一
部
で
す

か
ら
自
然
と
料
理
も
ビ
ー
ル
に
合
う
も
の
に
な
っ
て
、ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
や
ビ
ア

ホ
ー
ル
で
、み
ん
な
で
ワ
イ
ワ
イ
盛
り
上
が
り
ま
す
が
、お
家
に
集
ま
る
場
合
は
、

家
族
や
親
し
い
友
人
の
み
の
小
規
模
な
デ
ィ
ナ
ー
が
一
般
的
で
す
。と
い
う
の
も
、

一
日
の
中
で
主
な
食
事
は
ラ
ン
チ
な
の
で
、夜
は
火
を
通
さ
な
く
て
も
済
む
、ハ
ム

や
チ
ー
ズ
を
パ
ン
に
挟
む
よ
う
な
軽
い
食
事
を
し
ま
す
。ま
た
、コ
ン
ク
ー
ル
で
お

世
話
に
な
っ
た
ワ
イ
ン
の
醸
造
で
有
名
な
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
ご
家
庭
で
は
、ご

近
所
同
士
で
ラ
ン
チ
や
お
茶
に
招
待
し
合
っ
た
り
、夜
は
ワ
イ
ン
バ
ー
で
待
ち
合

わ
せ
て
歌
い
な
が
ら
お
酒
を
飲
ん
だ
り
と
、食
事
や
お
酒
を
通
し
た
交
流
が
と
て

も
盛
ん
で
し
た
。

　

イ
タ
リ
ア
で
も
小
規
模
な
デ
ィ
ナ
ー
・
パ
ー
テ
ィ
ー
が
主
流
で
す
。家
族
の
イ
ベ

ン
ト
に
親
戚
中
が
集
ま
っ
て
、マ
ン
マ
が
フ
ル
コ
ー
ス
を
振
る
舞
う
、と
い
う
の
も

家
族
の
絆
の
深
い
イ
タ
リ
ア
な
ら
で
は
で
し
ょ
う
ね
。若
い
世
代
は
ピ
ッ
ツ
ェ
リ

ア
に
集
ま
っ
て
、そ
の
後
は
デ
ィ
ス
コ
に
行
く
の
が
一
般
的
で
す
。

　

海
外
に
暮
ら
し
て
い
る
と
、日
本
人
の
食
事
に
対
す
る
思
い
入
れ
の
深
さ
に
驚

き
ま
す
。「
鍋
パ
ー
テ
ィ
ー
」や「
餃
子
パ
ー
テ
ィ
ー
」な
ど
、食
べ
物
が
主
役
の
パ
ー

テ
ィ
ー
が
企
画
さ
れ
、人
が
集
う
時
、そ
こ
に
は
必
ず
場
を
盛
り
上
げ
て
く
れ
る
お

料
理
が
あ
る
の
で
す
。

　

私
の
中
で
も
、幼
い
頃
か
ら
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出
は
、い
つ
も
食
事
と
結
び
つ

い
て
い
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

フォーラムエッセイ
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承
継
前
に
無
理
な
規
模
拡
大

　

千
葉
県
南
房
総
市
の
国
道
四
一
〇
号

線
か
ら
沢
沿
い
に
五
分
ほ
ど
坂
道
を
車

で
登
る
と
、急
に
見
晴
ら
し
が
よ
く
な

り
、二
棟
の
畜
舎
が
見
え
て
き
た
。道
は

行
き
止
ま
り
。四
㌧
の
飼
料
ト
ラ
ッ
ク
が

ぎ
り
ぎ
り
た
ど
り
着
け
る
よ
う
な
急
斜

面
の
土
地
で
、御み

子こ

神が
み

正
義
さ
ん（
五
二

歳
）は
Ｆ
１（
交
雑
種
）を
中
心
に
二
八
〇

頭
の
肉
用
牛
肥
育
を
し
て
い
る
。

　
「
幼
い
頃
は
小
さ
な
棚
田
を
雨
水
で

耕
す
零
細
な
農
家
で
し
た
。小
学
校
低

学
年
の
時
に
、父
が
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
肥

育
を
始
め
た
の
が
畜
産
の
最
初
で
す
」

　

南
房
総
市
の
一
帯
は
古
く
か
ら
酪
農

の
地
と
し
て
知
ら
れ
、多
く
の
農
家
が
乳

牛
を
飼
っ
て
い
た
。そ
こ
で
、父
は
酪
農

家
か
ら
雄
子
牛
を
仕
入
れ
、少
し
ず
つ

規
模
拡
大
を
進
め
た
。

　

御
子
神
さ
ん
は
日
本
獣
医
畜
産
大
学

（
現
、日
本
獣
医
生
命
科
学
大
学
）で
畜

産
経
営
学
を
学
び
、一
九
八
六
年
、二
三

歳
で
家
業
に
参
加
し
た
。し
か
し
そ
の

時
、最
大
の
試
練
が
待
っ
て
い
た
。

　
「
無
理
な
規
模
拡
大
で
資
金
が
追
い
付

か
ず
、一
五
〇
頭
規
模
の
施
設
に
二
三
頭

し
か
子
牛
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
。父
は
、

返
済
の
た
め
に
子
牛
を
売
っ
て
い
た
の

で
す
。就
農
時
の
数
カ
月
後
に
は
ま
と

ま
っ
た
融
資
の
返
済
が
あ
っ
た
の
で
、私

は
す
ぐ
に
資
金
手
当
の
た
め
に
走
り
回

り
ま
し
た
」

　

地
元
の
農
協
か
ら
は「
今
の
経
営
状

況
で
融
資
は
難
し
い
」と
断
ら
れ
、よ
う

や
く
地
銀
で
千
葉
県
の
農
業
後
継
者
育

成
事
業
に
よ
る
低
利
融
資
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
た
。「
本
当
に
綱
渡
り
で
し
た
」

と
御
子
神
さ
ん
は
振
り
返
る
が
、新
た
な

融
資
を
元
手
に
頭
数
を
増
や
し
た
。資

金
を
効
率
的
に
利
用
す
る
た
め
、生
後
一

カ
月
の
子
牛
を
買
っ
て
六
カ
月
間
飼
育

し
、肥
育
素も

と

牛う
し

ま
で
仕
上
げ
市
場
へ
出

す
短
期
回
転
操
業
を
採
用
し
た
。少
し

ず
つ
返
済
し
、最
初
の
経
営
危
機
を
乗

り
切
っ
た
。

　
利
益
率
高
い
Ｆ
１
肥
育
に

　

そ
の
後
、一
九
九
八
年
か
ら
利
益
率
が

高
い
Ｆ
１
肥
育
に
順
次
切
り
替
え
て

い
っ
た
。

　

千
葉
市
内
の
千
葉
家
畜
市
場
で
割
安

な
子
牛
を
購
入
し
、牛
舎
を
清
潔
に
保

つ
な
ど
き
ち
っ
と
し
た
管
理
と
低
コ
ス

ト
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、安
定
し
た
利
益

を
目
指
す
の
が
御
子
神
さ
ん
の
基
本
。割

安
な
子
牛
を
購
入
す
る
の
は
、背
伸
び

し
て
高
い
子
牛
を
買
う
と
、リ
ス
ク
が
大

き
く
な
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。

　

血
統
は
あ
ま
り
重
視
し
な
い
が
、市

場
に
は
、必
ず
足
を
運
び
自
身
の
目
で
見

て
確
か
め
る
。コ
ス
ト
の
多
く
を
占
め
る

手入れの行き届いた牛舎に立つ御子神 正義さん

経営紹介

千葉県南房総市

　　　設立●2008年
代表取締役●御子神 正義
　　資本金●3,300万円
　事業内容●肉用牛（F1）肥育

株式会社御子神畜産

就農時から続ける飼育データベース
データベースが経営の根幹
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経営紹介

配
合
飼
料
は
、支
払
期
限
を
守
る
こ
と

や
購
入
量
の
予
約
な
ど
で
メ
ー
カ
ー
や

代
理
店
の
信
用
を
得
て
、価
格
を
低
く

抑
え
る
努
力
を
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、御
子
神
さ
ん
の
強
い
武
器
に

な
っ
て
い
る
の
は
、就
農
以
来
二
九
年
間

継
続
し
て
き
た
牛
の
飼
育
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
だ
。

　

こ
れ
ま
で
に
飼
育
し
た
四
〇
〇
〇
頭

の
牛
の
個
体
管
理
情
報
を
全
て
数
値
と

し
て
入
力
、蓄
積
し
て
い
る
の
だ
。蓄
積

し
て
い
る
の
は
、個
体
ご
と
の
血
統
、性

別
、肥
育
日
数
、原
価
、一
日
当
た
り
増
体

重
、出
荷
予
定
日
、販
売
単
価
な
ど
の

デ
ー
タ
で
あ
る
。

　

市
販
の
畜
産
用
に
開
発
さ
れ
た
ソ
フ

ト
を
使
う
の
で
は
な
く
、デ
ー
タ
ベ
ー
ス

ソ
フ
ト
を
使
い
、自
分
専
用
に
設
計
し

た
。こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
一
頭
ご
と
の

飼
育
成
績
を
分
析
し
販
売
計
画
な
ど
経

営
に
活
用
す
る
。

　

生
産
規
模
は
大
き
く
な
い
が
こ
う
し

た
堅
実
な
経
営
で
順
調
な
成
長
軌
道
に

乗
っ
た
御
子
神
さ
ん
を
、再
び
試
練
が
直

撃
す
る
。

　
再
度
の
試
練
に
直
面

　

二
〇
〇
一
年
九
月
、国
内
で
牛
海
綿
状

脳
症（
Ｂ
Ｓ
Ｅ
）が
発
生
し
た
。

　
「
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
に
手
間
が
か
か
り
、牛

を
売
ろ
う
に
も
売
れ
な
い
状
態
に
な
り

ま
し
た
。無
理
や
り
頼
ん
で
枝
肉
処
理
し

て
も
ら
っ
て
も
、一
㌔
グ
ラ
ム
に
五
〇
円

や
一
〇
〇
円
と
い
っ
た
値
し
か
付
か
な

い
の
で
す
。そ
れ
で
も
い
つ
ま
で
も
牛
舎

に
置
く
わ
け
に
も
い
か
ず
、泣
く
泣
く
出

荷
し
ま
し
た
」

　

売
り
上
げ
が
激
減
し
、再
び
資
金
手

当
が
必
要
と
な
っ
た
。Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
の
緊

急
資
金
を
農
協
か
ら
一
〇
〇
〇
万
円
借

り
て
、当
座
の
危
機
を
乗
り
切
っ
た
。し

か
し
、短
期
資
金
だ
っ
た
た
め
、返
済
に

間
に
合
う
よ
う
に
出
荷
で
き
る
牛
が
仕

上
が
っ
て
お
ら
ず
資
金
繰
り
に
窮
し
た
。

頼
み
に
し
た
地
銀
の
融
資
は
、限
度
上
限

に
達
し
て
い
た
。

　
「
い
ず
れ
牛
肉
の
風
評
被
害
の
補
て
ん

が
な
さ
れ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
の

で
、資
金
の
借
り
入
れ
さ
え
で
き
れ
ば
経

営
を
続
け
ら
れ
る
見
通
し
は
あ
り
ま
し

た
。し
か
し
、当
時
は
金
融
機
関
の
貸
し

は
が
し
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、追
加
の

借
り
入
れ
は
難
し
か
っ
た
の
で
す
」

　

こ
の
時
に
、農
林
漁
業
金
融
公
庫（
当

時
）か
ら
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
を
借
り
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
が
経
営
の
大
き
な
転

機
に
な
っ
た
。

　
「
ま
と
ま
っ
た
資
金
を
長
い
期
間
で
借

り
ら
れ
、長
期
的
な
視
点
で
経
営
を
行

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。肉
牛
経
営

は
資
金
を
長
く
寝
か
せ
る
必
要
が
あ
り
、

し
か
も
子
牛
、枝
肉
、飼
料
の
価
格
が
ば

ら
ば
ら
に
動
き
ま
す
。短
期
資
金
だ
と

な
か
な
か
対
応
で
き
な
い
の
で
す
」

　

二
度
の
危
機
を
経
て
、御
子
神
さ
ん
は

経
営
の
リ
ス
ク
を
強
く
意
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
出
前
授
業
で
若
者
激
励

　

御
子
神
さ
ん
は
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
を

借
り
る
前
に
認
定
農
業
者
と
な
り
、二

〇
〇
八
年
に
は
経
営
を
法
人
化
し
株
式

会
社
に
し
た
。

　
「
肉
用
牛
は
評
価
の
不
安
定
な
資
産

で
す
。将
来
、後
継
者
に
引
き
継
ぐ
際
の

資
産
評
価
に
よ
り
納
税
額
が
変
わ
る
こ

と
を
税
理
士
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、個
人

経
営
で
は
な
く
法
人
化
し
て
、牛
を
会

社
の
資
産
に
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、決

断
し
ま
し
た
」

　

法
人
化
の
利
点
と
し
て
御
子
神
さ
ん

は
経
営
管
理
の
徹
底
、対
外
信
用
力
の

向
上
、人
材
確
保
、税
制
優
遇
、制
度
資

金
の
利
用
な
ど
が
あ
っ
た
と
説
明
す
る
。

　

近
年
、子
牛
価
格
は
高
騰
し
て
い
る

が
Ｆ
１
の
枝
肉
価
格
も
高
水
準
で
推
移

し
て
い
る
た
め
、利
益
を
出
し
て
い
る
。

だ
が
、何
ら
か
の
理
由
で
枝
肉
価
格
が
下

落
す
れ
ば
、経
営
が
圧
迫
さ
れ
る
事
態

に
な
る
だ
ろ
う
と
御
子
神
さ
ん
は
考
え

た
。そ
こ
で
、リ
ス
ク
低
減
の
た
め
に
も
、

経
営
の
多
角
化
と
牛
肉
の
ブ
ラ
ン
ド
化

に
力
を
注
い
で
い
る
。

　

か
つ
て
棚
田
だ
っ
た
場
所
に
サ
カ
キ

な
ど
の
花
木
を
植
え
、地
元
市
場
に
販

売
を
始
め
た
。ま
た
、一
四
年
、県
内
の
肉

牛
生
産
者
の
同
志
で「
せ
ん
ば
牛
グ
ル
ー

プ
」（
会
長
：
小
渕
義
徳
氏
）を
立
ち
上
げ
、

千
葉

4

4

に
由
来
し
た
名
称
の「
せ
ん
ば
牛
」

ブ
ラ
ン
ド
を
構
築
。飼
料
に
ア
ミ
ノ
酸
や

ビ
タ
ミ
ン
が
豊
富
な
ビ
ー
ル
酵
母
や
、

ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
な
ど
の
ハ
ー
ブ
を
加
え
、

肉
質
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
。こ
の
せ
ん

ば
牛
を
、東
京
食
肉
市
場
な
ど
で
Ｐ
Ｒ

し
て
い
る
。

　

日
本
公
庫
千
葉
支
店
で
は
農
業
経
営

と
金
融
の
関
わ
り
を
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
、県
内
の
高
校
で
出
前

授
業
を
行
っ
て
い
る
。昨
年
一
月
に
行
わ

れ
た
授
業
で
は
、御
子
神
さ
ん
が
壇
上
に

立
っ
た
。

　

御
子
神
さ
ん
は
、自
ら
の
経
営
者
と

し
て
の
歩
み
を
率
直
に
語
り
、さ
ら
に
は

企
業
秘
密
で
あ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
中

身
も
披
露
し
て
デ
ー
タ
管
理
の
重
要
性

を
強
調
。そ
し
て
、誠
実
さ
を
持
っ
て
農

業
経
営
を
す
れ
ば
、き
ち
ん
と
結
果
が

出
る
こ
と
を
生
徒
に
伝
え
た
。

　
「
し
か
し
一
番
大
切
な
の
は
自
分
の
心

の
中
の
夢
と
そ
れ
を
か
な
え
よ
う
と
す

る
努
力
で
す
。ぜ
ひ
日
本
の
農
業
を
ど
ん

ど
ん
元
気
に
し
て
く
だ
さ
い
」と
最
後
に

エ
ー
ル
を
送
っ
た
。　
　
　
　
　
　

 

（
農
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

山
田 

優
）
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れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
運
動
が
世
界
中
の
共
感
を
生
ん
で
広
が
り
、食

の
崩
壊
へ
の
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
た
わ
が
国
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
、二
〇
〇
五
年
に「
食
育
基
本
法
」が
制
定
さ
れ

た
。国
民
全
体
が
健
全
な
心
身
を
培
い
、豊
か
な
人
間
性
を
育

む
た
め
の
食
育
を
、国
を
挙
げ
て
強
く
推
し
進
め
て
い
こ
う

と
し
て
い
る
。

　

食
の
洋
風
化
や
外
食
化
、簡
便
化
な
ど
食
生
活
の
変
貌
は
、

食
材
の
供
給
サ
イ
ド
に
激
震
を
走
ら
せ
、加
え
て
海
外
か
ら

輸
入
食
品
が
激
増
し
た
こ
と
で
、在
来
食
品
は
大
き
な
打
撃

を
受
け
て
い
る
。

　

米
の
消
費
量
は
五
〇
年
前
に
比
べ
る
と
半
減
し
、し
ょ
う
ゆ

や
み
そ
の
消
費
量
も
近
年
、か
な
り
落
ち
て
き
て
い
る
。乾
し
い

た
け
、か
ん
ぴ
ょ
う
、高
野
豆
腐
な
ど
の
伝
統
食
品
は
さ
ら
に
深

刻
で
、消
費
が
大
き
く
減
っ
て
し
ま
っ
た
。国
産
野
菜
の
消
費
も

減
少
傾
向
で
、現
在
は
輸
入
野
菜
の
消
費
が
増
え
て
い
る
。

　

消
費
が
伸
び
た
の
は
肉
類
や
乳
製
品
で
あ
る
が
、輸
入
食

品
の
増
加
が
目
覚
ま
し
く
、生
鮮
キ
ノ
コ
類
も
ま
た
大
き
く

わ
が
国
の
食
生
活
は
長
い
間
、ご
飯
に
一
汁
一
菜
か
二

菜
に
漬
物
と
い
っ
た
質
素
な
も
の
で
、肉
や
魚
、伝

統
食
品
な
ど
高
価
な
食
材
を
使
う
料
理
は
盆
、正
月
と
い
っ

た
祭
事
な
ど
の「
は
れ
の
日
」の
ご
ち
そ
う
で
普
段
、口
に
す

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

　

食
に
変
化
が
出
始
め
る
の
は
、一
九
五
五
年
以
降
で
あ
る
。

高
度
経
済
成
長
期
に
入
る
と
生
活
水
準
の
向
上
で
食
の
洋
風

化
が
始
ま
り
、さ
ら
に
七
〇
年
ご
ろ
か
ら
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス

ト
ラ
ン
が
登
場
し
て
外
食
化
が
広
が
っ
た
。そ
の
後
、家
庭
内

食
は
半
調
理
・
調
理
済
み
食
品
な
ど
簡
便
化
食
品
が
続
々
と

入
り
込
み
、す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
た
。

　

食
の
ト
レ
ン
ド
は「
豊
食
」か
ら「
飽
食
」へ
、さ
ら
に「
崩

食
」へ
と
進
ん
で
い
る
。こ
う
し
た
中
で
人
間
ら
し
い
本
来
の

食
生
活
に
立
ち
返
ろ
う
と
い
う
動
き
も
出
て
き
て
い
る
。

　

イ
タ
リ
ア
で
は
八
六
年
に
消
費
者
へ
伝
統
的
な
食
材
や
味

の
教
育
を
進
め
る
こ
と
な
ど
を
狙
い
と
し
た「
ス
ロ
ー
フ
ー

ド
」運
動
が
始
ま
り
、ア
メ
リ
カ
で
は
九
八
年
に
健
康
と
持
続

可
能
性
の
あ
る
社
会
生
活
を
重
視
す
る「
ロ
ハ
ス
」が
唱
え
ら

●
お
が
わ 

た
け
ひ
ろ
●

一
九
二
八
年
奈
良
県
生
ま
れ
。京
都
大
学
農
学
部

林
学
科
卒
業
。林
野
庁
に
二
五
年
間
勤
務
し
、そ

の
間
に
農
林
水
産
航
空
協
会
や
群
馬
県
に
五
年

半
出
向
。そ
の
後
、日
本
椎
茸
農
業
協
同
組
合
連

合
会
常
務
理
事
、会
長
を
経
て
、二
〇
一
一
年
に

退
職
し
顧
問
と
な
る
。著
書﹃
乾
し
い
た
け
千
年

の
歴
史
を
ひ
も
と
く
﹄﹃
乾
し
い
た
け
の
今
日
・
明

日
﹄﹃
続
乾
し
い
た
け
の
今
日・明
日
﹄﹃
蘇
れ
乾
し

い
た
け
﹄﹃
み
ど
り
の
世
界
へ
よ
う
こ
そ
﹄な
ど
。

論
文「
山
村・明
日
へ
の
道
」「
地
方
創
生
の
視
点
」

「
文
明
の
課
題
」な
ど
。

日
本
産
・
原
木
乾
し
い
た
け
を
す
す
め
る
会

（
八
七
歳
）

小
川 

武
廣
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伸
び
て
い
る
。し
か
し
、こ
れ
ら
の
食
品
も
近
年
、頭
打
ち
傾

向
に
あ
り
、人
々
の
食
生
活
は
こ
れ
か
ら
も
変
化
し
て
い
く

に
違
い
な
い
。

市
場
に
は
食
品
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
お
り
、輸
入
食
品
も

増
加
し
て
い
る
。消
費
者
は
よ
り
取
り
見
取
り
で
、

欲
し
い
物
し
か
手
に
取
ら
ず
、食
品
は
魅
力
を
失
え
ば
、衰
退

の
一
途
を
た
ど
る
し
か
な
い
。主
食
は
ま
だ
そ
れ
で
も
な
く

な
る
こ
と
は
な
い
が
、嗜
好
食
品
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
恐

れ
も
あ
る
。

　

今
か
ら
四
〇
年
も
前
に
、ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
ピ
ー

タ
ー
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
す
で
に
顧
客（
消
費
者
）中
心
主
義
を

唱
え
て
お
り
、「
顧
客
は
誰
か
」「
顧
客
に
と
っ
て
の
価
値
は
何

か
」を
企
業
経
営
者
に
問
い
掛
け
、顧
客
ニ
ー
ズ
を
深
く
理
解

し
、そ
れ
を
完
璧
に
満
た
す
製
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
最
も

重
要
だ
と
指
摘
す
る
と
同
時
に
、企
業
、ま
た
商
品
は
プ
ロ
ダ

ク
ト
ア
ウ
ト・マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン（
生
産
者
視
点
か
ら
消
費
者

視
点
へ
）に
発
想
を
転
換
し
な
け
れ
ば
、時
代
か
ら
取
り
残
さ

れ
る
、と
説
い
て
い
る
。

　

わ
が
国
で
は
、そ
れ
よ
り
ず
っ
と
前
の
江
戸
中
期
、近
江
の

麻
布
商
で
あ
っ
た
中
村
治
兵
衛
が「
買
い
手
良
し
、世
間
良

し
、売
り
手
良
し
」と「
三
方
良
し
」を
説
き
、生
産
者
は
最
後

に
利
益
を
も
ら
う
心
掛
け
が
大
事
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
を

教
え
て
い
る
。

　

ま
た
、パ
ソ
コ
ン
の
ア
ッ
プ
ル
社
を
立
ち
上
げ
巨
万
の
富

を
築
い
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
は
異
性
の
口
説
き
方
で

名
言
を
残
し
て
い
る
。

　
「
ラ
イ
バ
ル
が
一
〇
本
の
バ
ラ
を
贈
っ
た
ら
、君
は
一
五
本

贈
る
か
い
？ 

そ
う
思
っ
た
時
点
で
君
の
負
け
だ
よ
。ラ
イ
バ

ル
が
何
を
し
よ
う
が
関
係
な
い
。彼
女
が
望
む
こ
と
を
見
極

め
る
の
が
肝
心
な
の
だ
」

　
「
顧
客
に
と
っ
て
の
価
値
」が
全
て
で
、そ
れ
は
取
り
も
直

さ
ず
消
費
者
を
引
き
付
け
る
魅
力
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　

時
代
は
、食
の
本
来
的
機
能
の「
栄
養
・
嗜
好
・
保
健
」を
求

め
て
お
り
、食
品
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
有
形
、無
形
の
付
加

価
値
化
へ
全
力
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
、生
き
残
り
自
体
が
難

し
い
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ（
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
）交
渉
の
合
意
を
受

け
、国
は
農
業
の
競
争
力
強
化
策
に「
担
い
手
の
育
成
」「
農
地

の
集
積
」「
六
次
化
な
ど
農
産
物
の
付
加
価
値
化
」を
挙
げ
て

い
る
が
、先
人
の
教
え
を
今
一
度
、よ
く
か
み
し
め
る
べ
き
だ

ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

消
費
者
の
心
を
捉
え
な
け
れ
ば
食
の
明
日
は
な
い

生
産
者
視
点
か
ら
消
費
者
視
点
へ
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高
知
県
を
拠
点
と
す
る
国
内
最
大
の
木

材
チ
ッ
プ
メ
ー
カ
ー
。全
国
一
二
社
、二
〇

工
場
を
傘
下
に
置
き
、グ
ル
ー
プ
で
生
産

展
開
し
て
い
る
。製
紙
会
社
向
け
の
チ
ッ
プ

生
産
が
主
力
。

　
最
近
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
関
連

で
、木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
の
燃
料
用
チ
ッ

プ
の
需
要
が
増
え
、供
給
力
を
増
し
て
い

る
。台
湾
や
韓
国
へ
の
木
材
輸
出
に
も
意

欲
的
で
あ
る
。

　
総
合
グ
リ
ー
ン
・
カ
ン
パ
ニ
ー

―
―
自
ら
を「
総
合
グ
リ
ー
ン
・
カ
ン
パ

ニ
ー
」と
位
置
付
け
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

北
岡　
創
業
者
で
あ
る
祖
父
の
北
岡
寅
太

郎
は
丸
和
林
業
を「
山
の
掃
除
屋
さ
ん
」と

称
し
、山
で
伐
採
し
た
木
材
の
う
ち
不
要
に

な
っ
た
廃
材
も
含
め
て
、山
に
は
何
も
残
さ

ず
一
本
の
木
も
無
駄
な
く
有
効
に
活
用
し

て
山
を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
ま
し
た
。こ
れ
は
今
も
変
わ
ら
な
い
経
営

理
念
で
、私
は
自
社
を
現
代
流
に「
総
合
グ

リ
ー
ン
・
カ
ン
パ
ニ
ー
」と
称
し
た
の
で
す
。

―
―
あ
ら
ゆ
る
木
材
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す

る
と
い
う
意
味
か
ら
で
す
か
。

北
岡　
そ
う
で
す
。森
林
資
源
の
う
ち
、良

質
材
は
製
材
会
社
向
け
に
丸
太
で
販
売
し
、

低
質
材
は
建
築
集
成
材
の
原
料
や
パ
ル
プ

材
と
し
て
木
材
チ
ッ
プ
に
加
工
し
て
販
売

し
ま
す
。

　

ま
た
、解
体
材
や
廃
材
は
製
紙
用
の
木

材
チ
ッ
プ
や
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
に
、樹
皮
や

木
く
ず
は
有
機
肥
料
用
の
原
料
や
バ
イ
オ

マ
ス
燃
料
に
、も
っ
と
細
か
い
お
が
く
ず
は

キ
ノ
コ
栽
培
用
に
と
、文
字
通
り
無
駄
な
く

全
て
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

―
―
岩
手
県
か
ら
沖
縄
県
ま
で
主
要
地
域

に
グ
ル
ー
プ
会
社
を
つ
く
り
、合
計
一
二
社

を
統
括
し
て
お
ら
れ
る
？

北
岡　
製
紙
会
社
向
け
の
木
材
チ
ッ
プ
生

産
が
主
力
事
業
の
た
め
、全
国
に
点
在
す
る

製
紙
工
場
に
生
産
や
物
流
面
で
す
ぐ
に
対

応
す
る
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
グ
ル
ー

プ
会
社
を
つ
く
っ
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
、と

い
う
経
営
判
断
か
ら
で
す
。私
が
今
、そ
れ

ら
を
統
括
し
て
い
ま
す
。

　
三
一
歳
で
グ
ル
ー
プ
の
代
表

―
―
三
一
歳
の
若
さ
で
三
代
目
社
長
に
な

ら
れ
、当
初
は
苦
労
も
多
か
っ
た
の
で
は
な

い
で
す
か
。

北
岡　
当
時
、私
は
取
締
役
と
し
て
経
営

に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、二
代
目
の
父
親

が
病
気
を
患
い
、療
養
の
長
期
化
を
懸
念
し

て
突
然
、辞
任
を
表
明
し
た
の
で
す
。後
継

者
選
び
で
一
時
は
大
変
で
し
た
。

―
―
最
終
的
に
は
経
営
を
引
き
受
け
た
？

北
岡　
丸
和
林
業
は
同
族
経
営
で
は
な
い

の
で
す
が
、父
親
が
辞
任
し
た
後
、他
の
役

員
の
方
々
か
ら「
お
前
が
適
任
だ
」と
言
わ

れ
、悩
ん
だ
末
に
引
き
受
け
ま
し
た
。

　

全
体
の
経
営
方
針
を
決
め
る
グ
ル
ー
プ

常
任
役
員
会
が
最
高
意
志
決
定
機
関
と
し

て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
る
、と
い
う
の

で
、あ
と
は
若
さ
を
ぶ
つ
け
て
み
よ
う
と
腹

を
く
く
り
、二
〇
〇
九
年
か
ら
代
表
取
締

役
に
就
い
た
の
で
す
。

―
―
今
は
グ
ル
ー
プ
内
八
社
の
社
長
と
し

て
経
営
を
見
て
い
る
の
で
す
ね
。

北
岡　
私
は
現
場
重
視
の
経
営
方
針
の
た

め
、八
社
を
丹
念
に
見
て
回
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、島
根
県
に
あ
る
山
陰
丸
和
林
業

株
式
会
社
一
つ
と
っ
て
も
、生
産
工
場
が
五

府
県
七
カ
所
あ
り
、販
路
も
広
域
で
す
の
で

目
が
離
せ
ま
せ
ん
。

―
―
と
言
い
ま
す
と
？

国
内
最
大
の
チ
ッ
プ
メ
ー
カ
ー
、全
国
で
展
開

台
湾
や
韓
国
へ
の
輸
出
に
も
意
欲
的
な
姿
勢

北
岡 

幸
一
さ
ん
高
知
県

丸
和
林
業
株
式
会
社

シ
リ
ー
ズ

変
革
は
人
に
あ
り
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北
岡　
山
陰
丸
和
林
業
は
王
子
製
紙
株
式

会
社
の
鳥
取
県
・
米
子
工
場
、広
島
県
・
呉

工
場
の
ほ
か
愛
知
県
・
春
日
井
工
場
、ま
た

日
本
製
紙
株
式
会
社
の
山
口
県
・
岩
国
工

場
へ
も
製
紙
用
チ
ッ
プ
を
納
入
し
て
い
ま

す
。

　

顧
客
ニ
ー
ズ
に
積
極
的
に
対
応
す
る
た

め
と
言
え
ば
簡
単
で
す
が
、物
流
を
含
め
て

広
域
展
開
は
、な
か
な
か
大
変
な
の
で
す
。

　
地
元
消
費
が
大
原
則

―
―
製
紙
工
場
に
は
、そ
の
近
く
の
チ
ッ
プ

工
場
か
ら
納
入
す
る
の
で
す
か
。

北
岡　
地
元
木
材
を
地
元
で
消
費
す
る
、

と
い
う
地
産
地
消
型
の
経
営
が
大
原
則
で

す
。

　

し
か
し
、丸
和
林
業
が
拠
点
と
し
て
い
る

高
知
県
は
、山
林
に
恵
ま
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、紙
の
原
料
と
な
る
パ
ル
プ
を
製

造
す
る
製
紙
会
社
が
一
社
も
あ
り
ま
せ
ん
。

丸
和
林
業
は
、県
外
に
市
場
を
求
め
ざ
る

を
得
ず
、徳
島
県
に
あ
る
王
子
製
紙
や
、愛

媛
県
の
大
王
製
紙
株
式
会
社
に
納
入
し
て

い
ま
す
。

―
―
グ
ル
ー
プ
会
社
は
、自
社
所
有
林
以

外
に
地
元
市
場
か
ら
丸
太
の
調
達
も
？ 

北
岡　
そ
う
で
す
。自
社
所
有
林
が
あ
る

地
域
で
は
、立
木
を
伐
採
し
て
丸
太
を
生
産

し
ま
す
。

　

し
か
し
、そ
う
で
は
な
い
場
合
は
必
然
的

に
、他
の
山
林
所
有
者
の
私
有
林
か
ら
立
木

を
購
入
し
た
り
、国
有
林
材
や
原
木
市
売

市
場
で
チ
ッ
プ
用
丸
太
を
買
っ
た
り
す
る

ケ
ー
ス
な
ど
も
多
く
な
り
ま
す
。

　

長
期
的
に
需
要
が
見
込
め
る
場
合
は
、

山
林
を
保
有
す
る
企
業
を
積
極
的
に
買
収

す
る
と
い
う
考
え
で
、今
ま
で
四
国
地
区
と

九
州
地
区
で
二
社
を
買
収
し
ま
し
た
。

―
―
今
、丸
和
林
業
グ
ル
ー
プ
は
製
紙
会

社
向
け
木
材
チ
ッ
プ
生
産
で
は
国
内
最
大

の
生
産
量
と
聞
き
ま
し
た
が
？

北
岡　
グ
ル
ー
プ
全
体
で
は
、年
間
四
〇
万

立
方
㍍
（
丸
太
換
算
）に
上
り
ま
す
。岡
山

県
の
年
間
素
材
生
産
量
に
匹
敵
す
る
規
模

で
す
か
ら
、生
産
力
と
し
て
は
自
慢
で
き
る

も
の
で
す
。そ
れ
と
一
〇
〇
％
国
産
材
を
使

用
し
て
い
る
こ
と
も
自
慢
で
す
。

―
―
し
か
し
、製
紙
会
社
で
は
パ
ル
プ
材
に

安
い
外
国
産
材
を
使
う
こ
と
も
多
い
の
で

は
？

北
岡　
外
国
産
材
と
の
価
格
競
争
を
強
い

ら
れ
て
厳
し
い
の
は
事
実
で
す
。し
か
し
、

日
本
は
豊
富
な
森
林
を
抱
え
る
林
産
国
で

あ
り
、私
た
ち
林
業
会
社
は
国
産
材
使
用

に
こ
だ
わ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で

す
。

　
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
が
プ
ラ
ス

―
―
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
が
脚
光
を
浴

び
つ
つ
あ
り
ま
す
ね
。

北
岡　
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固

定
価
格
買
い
取
り
制
度
を
背
景
に
、木
材

を
燃
や
し
て
電
気
を
生
み
出
す
木
質
バ
イ

オ
マ
ス
発
電
に
注
目
が
集
ま
り
、そ
こ
に
豊

富
な
森
林
資
源
を
活
用
し
よ
う
と
い
う
機

運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
、全
国
各
地
で
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発

電
所
の
建
設
計
画
が
活
発
に
進
み
、二
〇
一

五
年
を
中
心
に
六
〇
基
の
建
設
計
画
の
う

ち
、三
〇
基
ほ
ど
が
稼
働
し
ま
し
た
。昨
年

は「
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
元
年
」と
言
っ

て
も
い
い
ほ
ど
で
す
。

―
―
と
な
る
と
、木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
向

け
木
材
チ
ッ
プ
の
需
要
が
増
え
る
？

北
岡　
確
か
に
、新
規
需
要
と
い
う
形
で

高知県大豊町の木材チップ工場前で経営を語る北岡幸一代表取締役

Profile

き
た
お
か 

こ
う
い
ち

一
九
七
六
年
高
知
県
生
ま
れ
。三
九
歳
。関
東
学
院
大

学
卒
業
後
に
王
子
製
紙
株
式
会
社
の
関
連
企
業
で
あ

る
王
子
通
商
株
式
会
社
に
入
社
。二
〇
〇
四
年
に
丸

和
林
業
に
入
社
し
、取
締
役
を
経
て
、〇
九
年
に
祖
父

の
北
岡
寅
太
郎
、実
父
の
北
岡
浩
に
次
い
で
三
代
目

の
代
表
取
締
役
に
就
任
。現
在
は
全
国
展
開
す
る
丸

和
林
業
グ
ル
ー
プ
一
二
社
の
う
ち
八
社
の
代
表
取
締

役
を
兼
務
。妻
と
一
男
一
女
。

Data丸
和
林
業
株
式
会
社

高
知
県
高
知
市
本
社
。北
岡
幸
一
代
表
取
締
役
。一
九

五
一
年
に
資
本
金
一
〇
〇
万
円
で
設
立
。そ
の
後
、増

資
を
続
け
、現
在
は
一
〇
〇
〇
万
円
。木
材
チ
ッ
プ
の

製
造
販
売
、建
築
用
材
の
販
売
、木
材
伐
出
・
造
林
事

業
、木
材
リ
サ
イ
ク
ル
関
連
事
業
、土
木
工
事
用
架
設

の
設
計
施
工
な
ど
。全
国
に
興
和
林
業
株
式
会
社（
岩

手
県
）な
ど
の
子
会
社
一
二
社
を
持
ち
、グ
ル
ー
プ
化
。

グ
ル
ー
プ
全
体
の
売
上
高
は
九
〇
億
円
。関
連
事
業

と
し
て
高
知
県
四
万
十
市
で
ホ
テ
ル
を
経
営
。
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木
材
チ
ッ
プ
の
需
要
が
急
速
に
増
え
つ
つ

あ
り
ま
す
。林
業
全
体
に
と
っ
て
明
る
い
話

で
す
。

―
―
大
口
需
要
先
の
製
紙
会
社
向
け
に
加

え
て
、木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
向
け
の
需
要

が
高
ま
れ
ば
、木
材
チ
ッ
プ
自
体
の
需
給
が

タ
イ
ト
に
な
る
の
で
は
？

北
岡　
そ
う
い
っ
た
状
況
に
な
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。た
だ
、丸
和
林
業
は
、製
紙
会
社

向
け
木
材
チ
ッ
プ
生
産
を
主
力
と
し
て
、過

去
六
〇
年
以
上
、そ
れ
を
基
本
に
し
て
き
ま

し
た
。で
す
か
ら
、製
紙
用
チ
ッ
プ
に
当
て

る
木
材
を
あ
え
て
燃
料
用
に
振
り
向
け
る

考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
自
身
は
、木
材
を
安
易
に
燃
や
す
こ

と
に
使
う
よ
り
も
、形
を
残
す
こ
と
に
活
用

し
て
価
値
を
生
み
出
し
た
い
、と
思
っ
て
い

ま
す
。

―
―
と
は
い
え
、木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
向

け
需
要
へ
の
対
応
も
必
要
で
は
？

北
岡　
燃
や
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
材
質
を

問
わ
な
い
た
め
、丸
和
林
業
グ
ル
ー
プ
で
は

樹
皮
や
木
く
ず
を
含
め
て
、チ
ッ
プ
用
に
で

き
な
い
業
界
の
言
葉
で
い
う
Ｃ
材
、Ｄ
材
と

い
っ
た
木
材
を
燃
料
用
に
当
て
て
い
ま
す
。

―
―
丸
和
林
業
に
と
っ
て
は
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
需
要
増
は
プ
ラ
ス
要
因
で
は
？

北
岡　
需
要
増
が
本
格
化
す
る
の
は
こ
れ

か
ら
で
し
ょ
う
が
、月
間
一
億
円
ペ
ー
ス
の

売
り
上
げ
増
に
な
っ
て
お
り
、経
営
に
は
プ

ラ
ス
に
働
い
て
い
ま
す
。

　

丸
和
林
業
グ
ル
ー
プ
は
昨
年
か
ら
高
知

県
大
豊
町
や
鳥
取
県
八
頭
町
、宮
崎
県
日

南
市
、大
分
県
臼
杵
市
に
新
工
場
を
建
設

し
、生
産
性
を
さ
ら
に
高
め
、全
国
二
〇
工

場
の
ほ
と
ん
ど
で
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
見
極
め

―
―
原
料
供
給
力
を
活
か
し
て
木
質
バ
イ

オ
マ
ス
発
電
事
業
へ
の
進
出
も
あ
り
得
る

の
で
は
？

北
岡　
実
は
、そ
れ
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

電
力
自
由
化
と
い
う
フ
ォ
ロ
ー
の
風
が
吹

い
て
い
る
こ
と
、丸
和
林
業
自
身
が
山
の
木

材
に
全
て
関
わ
り
、原
料
供
給
力
の
強
み
が

あ
る
こ
と
か
ら
、木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所

を
一
基
確
保
し
て
、電
気
を
売
る
ビ
ジ
ネ
ス

へ
の
参
入
も
可
能
、と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
計
画
は
、か
な
り
具
体
化
し
て
い
る
の

で
す
か
。

北
岡　
い
え
、ま
だ
で
す
。電
気
の
小
売
り

分
野
の
進
出
と
な
れ
ば
、ノ
ウ
ハ
ウ
や
設
備

投
資
が
必
要
で
す
。今
は
、ま
ず
電
気
ビ
ジ

ネ
ス
の
勉
強
中
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
固
定
価
格
買
い
取
り
制
度
が
ど
う
な

る
か
、今
後
の
動
向
が
気
に
な
り
ま
す
ね
。

北
岡　
そ
う
で
す
ね
。木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発

電
の
原
料
コ
ス
ト
に
占
め
る
木
材
の
比
重

が
比
較
的
大
き
い
の
で
、木
材
資
源
を
持
つ

林
業
に
間
違
い
な
く
有
利
性
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の

取
り
組
み
が
、ど
こ
ま
で
本
気
な
の
か
見
極

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

―
―
輸
出
も
手
掛
け
て
お
ら
れ
る
そ
う
で

す
ね
。

北
岡　
国
内
で
の
木
材
需
要
は
今
後
、人

口
減
少
下
で
、高
度
成
長
期
の
よ
う
な
大
き

な
広
が
り
が
期
待
で
き
ま
せ
ん
。こ
の
た
め
、

当
然
、輸
出
を
視
野
に
入
れ
、積
極
的
に
木

材
輸
出
に
取
り
組
む
つ
も
り
で
す
。

―
―
具
体
的
に
は
、ど
の
国
や
地
域
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
？

北
岡　
木
材
需
要
が
見
込
め
る
韓
国
、中

国
、台
湾
で
す
。最
初
に
輸
出
を
手
掛
け
た

の
は
二
〇
一
一
年
の
台
湾
向
け
で
、住
宅
建

設
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
使
う
ス
ギ

に
大
き
な
需
要
が
あ
り
ま
し
た
。最
近
は
、

韓
国
で
ヒ
ノ
キ
の
需
要
が
堅
調
ど
こ
ろ
か

ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―
―
ヒ
ノ
キ
が
ブ
ー
ム
に
？

北
岡　
ヒ
ノ
キ
は
強
度
が
高
く
耐
久
性
に

優
れ
、独
特
の
香
り
に
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ

る
効
果
が
あ
る
た
め
、韓
国
で
は
受
験
生
を

抱
え
る
家
庭
の
子
ど
も
の
部
屋
に
と
い
う

ニ
ー
ズ
が
高
い
の
で
す
。学
習
塾
も
ヒ
ノ
キ

づ
く
り
に
し
な
い
と
生
徒
が
集
ま
ら
な
い

の
で
、日
本
産
ヒ
ノ
キ
を
ぜ
ひ
使
い
た
い
、

と
い
う
ほ
ど
で
す
。

　
木
材
輸
出
拡
大
の
推
進
を

―
―
原
木
調
達
が
大
変
な
の
と
、韓
国
向

け
輸
出
は
木
材
の
規
格
が
異
な
る
た
め
、悩

み
が
あ
る
と
か
？

北
岡　
そ
の
通
り
で
す
。日
本
の
規
格
よ
り

短
い
韓
国
の
規
格
に
合
わ
せ
る
た
め
、製
材

段
階
で
は
五
〇
～
六
〇
㌢
メ
ー
ト
ル
分
を

切
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

高
知
県
の
製
材
所
で
は
そ
の
分
、廃
材
の

よ
う
な
形
で
無
駄
に
な
る
た
め
、カ
ッ
ト
を

敬
遠
さ
れ
て
し
ま
い
対
応
に
苦
慮
し
て
い

ま
す
。

―
―
で
は
、ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の

で
す
か
。

北
岡　
や
む
を
得
ず
、丸
和
林
業
が
リ
ス

ク
を
負
っ
て
、山
か
ら
切
り
出
す
段
階
で

カ
ッ
ト
し
て
輸
出
し
て
い
ま
す
。今
後
は
、

国
を
挙
げ
て
木
材
輸
出
の
拡
大
を
推
進
し
、

政
府
間
で
規
格
の
統
一
を
協
議
し
て
ほ
し

い
で
す
ね
。

　

実
は
、輸
出
に
関
し
て
高
知
県
庁
の
中
で

足
並
み
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
せ
ん
。輸
出
よ
り

も
国
内
向
け
の
流
通
を
強
化
す
べ
き
と
い

う
部
署
が
あ
る
一
方
、高
知
港
の
コ
ン
テ
ナ

ヤ
ー
ド
活
用
に
つ
な
げ
た
い
と
、輸
出
に
積

極
的
な
部
署
が
あ
る
状
況
な
の
で
す
。

―
―
木
材
輸
出
で
国
や
自
治
体
へ
注
文
す

る
と
同
時
に
、民
間
も
自
助
努
力
が
必
要
？

北
岡　
当
然
で
す
。丸
和
林
業
と
し
て
は

輸
出
を
伸
ば
し
て
い
く
方
針
で
、そ
の
た
め

に
原
木
調
達
に
取
り
組
む
と
同
時
に
、最

近
は
輸
出
先
の
需
要
開
拓
の
た
め
、英
語
や

韓
国
語
、中
国
語
の
で
き
る
人
材
確
保
に
も

踏
み
出
し
て
い
ま
す
。　　
　
　
　
　

  

（
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

牧
野 

義
司
）
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画期的な閉鎖型苗生産システム
日本政策金融公庫

テクニカルアドバイザー

吉岡 宏

農
作
物
の
栽
培
で
は
、昔
か
ら「
苗
半
作
」「
苗
七

分
作
」と
い
っ
た
言
葉
が
あ
り
、苗
の
出
来
の

良
し
あ
し
が
そ
の
後
の
生
育
や
収
量
の
半
分
以
上
を

決
め
る
と
し
て
、育
苗
に
は
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て

き
ま
し
た
。中
で
も
、茎
や
葉
が
伸
長
し
つ
つ
花
が
咲

き
実
を
結
ぶ
ト
マ
ト
な
ど
の
果
菜
類
で
は
育
苗
が
難

し
く
、こ
れ
ま
で
に
育
苗
技
術
の
確
立
に
向
け
た
多
く

の
試
験
研
究
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

果
菜
類
の
育
苗
方
法
は
、古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た

温
床
を
用
い
た
平
床
育
苗
か
ら
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
ポ
リ
鉢
を

用
い
た
鉢
育
苗
へ
、さ
ら
に
八
〇

年
代
中
頃
か
ら
は
大
量
育
苗
が

可
能
な
セ
ル
育
苗
へ
と
変
わ
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
、育
苗
技
術
が
向
上

し
て
も
、ハ
ウ
ス
内
で
の
育
苗
は

苗
の
生
育
が
季
節
や
気
象
条
件

な
ど
に
よ
っ
て
変
化
し
、均
質
な

苗
を
計
画
的
に
生
産
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。一
方
で

育
苗
の
分
業
化
と
購
入
苗
の
利

用
が
急
速
に
進
み
、農
家
は
欲
し
い
時
期
に
生
育
の
そ

ろ
っ
た
苗
を
求
め
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

生
育
の
そ
ろ
い
が
良
く
、時
期
に
よ
る
苗
品
質
の

変
動
も
な
い
、農
家
が
望
む
と
き
に
苗
の
供
給

を
可
能
に
し
た
の
が「
閉
鎖
型
苗
生
産
シ
ス
テ
ム
」で

す
。こ
れ
は
千
葉
大
学
の
古
在
豊
樹
先
生
の
グ
ル
ー
プ

に
よ
っ
て
九
七
年
に
開
発
さ
れ
、そ
の
後
、太
洋
興
業

株
式
会
社
の
岡
部
勝
美
さ
ん
た
ち
と
の
共
同
研
究
に

よ
っ
て
実
用
化
し
、二
〇
〇
二
年
に「
苗
テ
ラ
ス
」の
名

称
で
市
販
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
苗
生
産
シ
ス
テ
ム
は
気
密
性
と
断
熱
性
に
優

れ
た
プ
レ
ハ
ブ
庫
内
に
設
け
ら
れ
た
多
段
式
の
育
苗

棚
に
セ
ル
ト
レ
イ（
標
準
機
種
で
は
九
六
枚
）を
並
べ
、

蛍
光
灯
に
よ
る
均
一
な
光
、エ
ア
コ
ン
と
送
風
装
置
に

よ
る
温
湿
度
と
気
流
の
制
御
、炭
酸
ガ
ス
施
用
、底
面

給
水
方
式
に
よ
る
潅か

ん
水す

い
と
肥
培
管
理
を
行
う
も
の
で
、

育
苗
管
理
の
完
全
自
動
化
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。そ

し
て
、播は

種し
ゅ
し
て
か
ら
一
定
期
間
後
に
は
均
質
な
苗
が
、

一
台
当
た
り
約
七
〇
〇
〇
～
二

万
七
〇
〇
〇
本（
使
用
す
る
セ

ル
ト
レ
イ
の
セ
ル
数
に
よ
っ
て

異
な
る
）生
産
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、苗
半
作
な
ど
と

い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
育
苗
の
概

念
が
完
全
に
変
わ
り
ま
し
た
が
、

大
規
模
に
苗
を
専
門
に
生
産
し

て
い
る
法
人
、研
究
機
関
な
ど
を

中
心
に
、現
在
の
と
こ
ろ
一
六
〇

カ
所
、三
六
○
台
が
導
入
さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、わ
が
国
に
お
け
る
野
菜
苗
の
年
間
需
要
量

は
、元
神
奈
川
県
農
業
総
合
研
究
所
長
の
板
木
利
隆
さ

ん
の
推
定
に
よ
る
と
、野
菜
全
体
で
は
二
二
〇
億
五
〇

〇
万
本
、こ
の
う
ち
果
菜
類
は
一
五
億
六
七
〇
〇
万
本

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、予
想
さ
れ
る
育
苗
の
分
業
化
の
一
層
の
進
展

と
農
家
の
規
模
拡
大
に
伴
う
購
入
苗
の
利
用
拡
大
に

よ
っ
て
、こ
の
育
苗
シ
ス
テ
ム
は
重
要
度
を
増
し
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。　
　
　
　
　

  

「苗テラス」によるトマトの育苗（写真提供：岡部勝美氏）
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あ
る
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社（
以
下
、ト
ヨ
タ
）と
、そ

の
本
社
を
置
く
豊
田
市
、私
た
ち
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
地
域
の
未

来
・
志
援
セ
ン
タ
ー
の
三
者
に
よ
る
協
働
事
業
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

　

ト
ヨ
タ
は
社
会
貢
献
事
業
の
一
つ
と
し
て
社
有
林
を

里
山
と
し
て
整
備
し
、環
境
学
習
な
ど
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と

し
て
活
用
す
る「
ト
ヨ
タ
の
森
」で
環
境
教
育
を
ベ
ー
ス

に
し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
一
九
九
〇
年
代
よ
り
一
〇
年
に
わ
た

り
実
施
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、そ
の
ス
テ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
た
め
に
環
境

活
動
を
支
援
・
実
践
し
て
き
た
私
た
ち
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
相

談
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
一
方
、豊
田
市
に
お
い
て
は
、二
〇
〇
五
年
に
周
辺
六

町
村
と
の
広
域
合
併
に
よ
り
森
林
面
積
が
市
域
の
七

〇
％
を
占
め
る
森
林
都
市
と
な
り
、中
山
間
地
域
の
過
疎

化
、高
齢
化
に
よ
る
森
林
整
備
の
担
い
手
不
足
が
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
課
題
に
対
し
て
、移
住

定
住
を
進
め
る
目
的
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ト
ヨ
タ
、豊
田
市
、私
た
ち
は
手
探
り
の
状
況
で
議
論

を
重
ね
、中
山
間
地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
も
、

農
山
村
や
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
生
活
に
触
れ
、地
域
の

自
然
資
源
を
活
用
し
た
新
し
い
事
業
や
暮
ら
し
を
創
出

す
る
た
め
の「
人
材
育
成
」を
し
よ
う
と
方
向
性
が
定
ま

り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、「
豊
森
実
行
委
員
会
」を
立
ち
上
げ
、一
年
の

準
備
期
間
を
経
て
、〇
九
年
に
な
り
わ
い
塾
を
開
講
し
た

の
で
す
。

　
集
落
を
歩
き
地
域
を
知
る

　

現
在
の
な
り
わ
い
塾
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
で
す
が
、

前
半
は「
地
域
を
知
る
、地
域
に
学
ぶ
」を
テ
ー
マ
に
し
て

い
ま
す
。地
域
を
知
る
た
め
に
、集
落
や
森
林
を
歩
い
た

り
、お
祭
り
に
参
加
し
た
り
、ま
た
後
述
す
る「
聞
き
書

き
」な
ど
を
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
中
心
で
す
。

　

後
半
は
、「
暮
ら
し
・
社
会
を
み
つ
め
る
」を
テ
ー
マ
に
、

農
山
村
の
教
育
、福
祉
、医
療
な
ど
に
つ
い
て
現
場
を
知

る
人
を
講
師
に
招
き
、お
話
を
聞
く
な
ど
し
て
学
び
ま
す
。

そ
し
て
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
ど
う

連
載
　
地
域
再
生
へ
の
助
走

　
企
業
、行
政
、N
P
O
が
協
働

　

愛
知
県
豊
田
市
旭
地
区
の
農
山
村
を
活
動
フ
ィ
ー
ル

ド
と
す
る「
豊
森
な
り
わ
い
塾
」（
以
下
、な
り
わ
い
塾
）は
、

「
中
山
間
地
域
の
自
然
資
源
を
活
用
し
た
新
た
な
事
業
や

暮
ら
し
を
創
出
す
る
人
材
を
育
成
す
る
塾
」で
す
。

　

月
一
回
、土
日
二
日
間
の
講
座
で
集
落
を
歩
い
た
り
、

住
民
の
話
を
聞
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
講
師
に
よ
る

レ
ク
チ
ャ
ー
を
年
間
通
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。受
講
料
は

年
間
二
万
円
と
し
て
お
り
、現
在
は
、二
〇
一
五
年
五
月

か
ら
一
六
年
三
月
ま
で
の
期
間
で
第
五
期
目
を
開
講
中

で
す
。第
五
期
の
塾
生
は
三
一
人
で
す
。

　

塾
生
は
、自
然
や
農
の
あ
る
暮
ら
し
に
触
れ
、地
域
の

人
た
ち
の
暮
ら
し
方
を
学
ぶ
こ
と
で
、貨
幣
経
済
が
全
て

で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
理
解
し
自
身
の
考
え
方
や
、さ
ら

に
は
、働
き
方
を
変
え
る
人
た
ち
も
い
ま
す
。な
り
わ
い

塾
は
、多
く
の
塾
生
の
生
き
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
ま
す
。

　

な
り
わ
い
塾
は
、二
〇
〇
九
年
に
、世
界
の
大
企
業
で

ま
ち

づ
く

り
　むらづくり　まちづくり　

む
ら

づ
く

りドットコム
.com

ま
ちづくり　むらづくり

「
豊
森
な
り
わ
い
塾
」 

事
務
局
長

N
P
O
法
人 

地
域
の
未
来・志
援
セ
ン
タ
ー 

理
事

農
山
村
の
暮
ら
し
に
学
ぶ
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
人
材
育
成

地
域
に
入
る
作
法
学
び
、卒
塾
生
が
歩
み
出
す

愛
知
県
豊
田
市

中
川 

恵
子
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い
う
こ
と
か
を
理
解
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
で
、暮
ら
し
を
創
る

力（
自
然
の
恵
み
を
活
か
し
、地
域
に
寄
り
添
っ
た
暮
ら

し
が
ど
ん
な
も
の
か
に
触
れ
る
）、地
域
を
支
え
る
力（
地

域
に
愛
着
を
持
ち
、地
域
に
溶
け
込
む
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
を
体
感
す
る
）、な
り
わ
い
を
構
想
す
る
力（
地
域
の

課
題
や
そ
の
解
決
の
模
索
を
通
し
て
、新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
）を
養
い
、さ
ら
に
志
を

共
に
す
る
仲
間
づ
く
り
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
、塾
生
の
多
く
が
一
番
印
象
に

残
っ
た
こ
と
と
し
て「
聞
き
書
き
」実
習
を
挙
げ
て
い
ま

す
。

　
「
聞
き
書
き
」は
、ま
ず
、集
落
に
住
む
お
年
寄
り
に
ど

の
よ
う
に
生
き
て
き
た
か
な
ど
を
寄
り
添
う
よ
う
に
問

い
な
が
ら
、話
に
耳
を
傾
け
ま
す
。そ
の
話
を
書
き
起
こ

し
、再
度
お
年
寄
り
の
家
を
訪
ね
、読
み
上
げ
る
と
い
う

も
の
で
す
。

　

彼
ら
の
人
生
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
、自
分
の

こ
れ
か
ら
の
生
き
方
に
重
ね
合
わ
せ
ま
す
。

　

塾
生
は
、お
年
寄
り
の
話
に
心
を
打
た
れ
、精
い
っ
ぱ

い
聞
き
書
き
に
取
り
組
み
ま
す
。さ
ら
に
お
年
寄
り
は
労

力
を
か
け
て
自
叙
伝
を
作
成
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
へ
の

感
謝
の
気
持
ち
か
ら
か
、朗
読
を
聞
く
う
ち
に
こ
み
あ
げ

て
く
る
も
の
が
あ
る
の
か
涙
ぐ
ま
れ
る
方
も
い
ま
す
。

　
人
々
の
心
に
寄
り
添
う

　

な
り
わ
い
塾
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
試
行
錯
誤
を
繰
り
返

し
な
が
ら
も
四
、五
年
目
ぐ
ら
い
か
ら
現
在
の
ま
と
ま
っ

た
形
へ
と
整
理
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、特
定
の
集
落
を
活
動
フ
ィ
ー
ル
ド
に
決
め
た

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、三
年
目
の
第
二
期
か
ら
取
り
入

れ
ま
し
た
。地
域
に
入
り
、寄
り
添
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

地
域
で
の
生
き
方
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

た
の
で
す
。

　

高
齢
化
が
進
み
、独
り
住
ま
い
の
お
年
寄
り
も
多
く
、

耕
作
放
棄
地
や
森
林
荒
廃
、空
き
家
増
加
な
ど
の
課
題
を

抱
え
る
人
口
三
〇
〇
〇
人
弱
で
、五
自
治
区
が
あ
る
旭
地

区
を
市
な
ど
と
相
談
し
た
上
で
、活
動
フ
ィ
ー
ル
ド
に
決

め
ま
し
た
。

　

さ
て
、第
四
期
目
に
活
動
フ
ィ
ー
ル
ド
を
別
の
自
治
区

に
変
更
し
よ
う
と
し
た
と
き
、私
た
ち
運
営
ス
タ
ッ
フ
は
、

気
付
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

な
り
わ
い
塾
の
ス
タ
ッ
フ
が
、集
落
の
中
に
入
っ
て
い

く
と
い
う
の
は
、そ
ん
な
に
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。自
治
区
の
会
合
に
、フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
お

profile
中川 恵子　なかがわ けいこ 「豊森なりわい塾」
1954年愛知県碧南市生まれ。
81年より「中部リサイクル運動
市民の会」（名古屋市）に参加、
環境問題に取り組む。同会発行
の「月刊リサイクルニュース」
続く「環境総合誌Eʼs」の編集長
を2001年まで務める。現在、同
会顧問。また、環境活動への志
を支援するNPO「地域の未来・
志援センター」（2004年発足）
の理事としても携わり、2009
年より同会に事務局を置く「豊
森なりわい塾」の事務局長とし
て、その活動に従事。

豊田市・トヨタ自動車株式会
社・NPO法人地域の未来・志援
センターの3者で構成する「豊
森実行委員会」が主催する「豊
森」の人材育成事業。2009年に
スタート。実行委員長は、澁澤
寿一氏（NPO法人共存の森ネ
ットワーク理事長／農学博士）。
事務局は地域の未来・志援セン
ター。活動フィールドは豊田市
農山村地域。他、NPOも含む多
様なスタッフメンバー構成で
プロジェクトを運営している。

上：グループに分かれ集落を歩く塾生
下：森林をめぐるフィールドワークで林業家に話を聞く
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人
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
動
機
で
参
加
す
る
塾
生
で
す
が
、

今
ま
で
に
、二
〇
～
六
〇
歳
代
の
方
々
が
、な
り
わ
い
塾

を
卒
塾
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

卒
塾
生
は
名
古
屋
や
そ
の
周
辺
都
市
、豊
田
市
の
方
が

中
心
で
す
が
、東
京
な
ど
遠
方
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。最
近
で
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
人
や
、ト
ヨ
タ
社

員
た
ち
の
参
加
も
増
え
て
い
ま
す
。現
行
の
五
期
生
も
含

む
と
一
二
〇
人
を
超
え
ま
し
た
。

　
学
ん
だ
こ
と
が
作
法
に
つ
な
が
る

　

卒
塾
後
は
、農
山
村
に
移
住
し
た
人
、都
市
部
に
住
み

な
が
ら
農
山
村
に
通
う
人
、転
職
し
て
薪
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど

自
然
資
源
を
活
か
し
た
仕
事
を
始
め
た
人
、故
郷
の
地
域

づ
く
り
に
目
を
向
け
始
め
た
人
、農
業
を
目
指
す
人
な
ど

さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

例
え
ば
、第
三
期
の
卒
塾
生
た
ち
は
、そ
の
時
に

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
通
っ
た
旭
地
区
の
惣
田
町（
世
帯
数

二
一
）で
、卒
塾
後
も「
惣
田
お
助
け
隊
」と
称
し
て
、畑
を

耕
し
た
り
、お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
手
伝
っ
た
り
と

集
落
の
人
た
ち
と
の
交
流
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

ト
ヨ
タ
社
員
の
Ｆ
さ
ん
は
、受
講
中
に
参
加
し
た
あ
る

イ
ベ
ン
ト
で
、チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
の
間
伐
を
体
験
。そ
の
面

白
さ
に
目
覚
め
、卒
塾
後
す
ぐ
森
林
学
校
に
通
い
、初
級

間
伐
講
座
を
受
講
し
、そ
の
後
、仲
間
を
募
っ
て
間
伐
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
チ
ー
ム
を
結
成
し
ま
し
た
。顔
な
じ
み
の
惣

田
町
で
、あ
る
山
主
さ
ん
の
許
可
を
得
て
、間
伐
を
手
掛

け
ま
し
た
。

　

実
践
の
場
に
も
な
り
、集
落
の
人
々
も
喜
び
、地
域
の

た
め
に
も
な
る
。こ
の
よ
う
な
目
に
見
え
る
地
域
貢
献
の

動
き
が
集
落
の
人
た
ち
に
も
影
響
を
与
え
て
い
く
と
考

え
ま
す
。

　

第
四
期
の
卒
塾
生
た
ち
は
、旭
地
区
の
隣
の
伊
熊
町

（
世
帯
数
二
九
）で
耕
作
放
棄
地
を
借
り
、「
伊
熊
隊
農
園
」

と
名
付
け
、数
人
が
毎
週
の
よ
う
に
通
っ
て
農
作
業
を
始

め
て
い
ま
す
。こ
の
農
園
は
卒
塾
間
近
に「
田
畑
を
や
り

た
い
」と
い
う
塾
生
た
ち
の
申
し
出
に
、当
時
の
町
内
会

長
に
相
談
し
、塾
生
た
ち
と
集
落
の
人
た
ち
と
の
顔
合
わ

せ
の
場
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
、実
現
し
ま
し
た
。

　

こ
の
集
落
に
は
、最
近
、町
外
か
ら
空
き
家
に
移
り
住

ん
だ
人
た
ち
も
い
て
、そ
の
人
た
ち
と
も
連
携
し
て
、草

刈
り
や
祭
り
の
手
伝
い
、神
社
の
お
掃
除
な
ど
、集
落
の

お
手
伝
い
も
し
な
が
ら
、自
分
た
ち
の
農
園
づ
く
り
を
し

て
い
ま
す
。

　

伊
熊
町
で
は「
と
よ
も
り
っ
て
な
ん
だ
？
」か
ら「
あ
、

と
よ
も
り
さ
ん
ね
」と
い
う
よ
う
に
地
域
の
人
た
ち
の
反

応
が
変
わ
っ
て
き
た
の
を
感
じ
ま
す
。そ
れ
は
、卒
塾
生

の
活
躍
の
成
果
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、と
て
も
う
れ

し
い
変
化
で
す
。

　

行
政
は
、農
山
村
の
過
疎
化
や
高
齢
化
の
課
題
に
対
し

て
、移
住
定
住
を
進
め
て
い
ま
す
。し
か
し
、そ
こ
に
住
ん

で
い
る
人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
ず
に
、た
だ
自
然
の
中
で

の
ん
び
り
過
ご
し
た
い
な
ど
と
、自
分
た
ち
の
こ
と
だ
け

考
え
て
移
住
し
て
も
、う
ま
く
い
か
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

な
り
わ
い
塾
で
学
ん
だ
こ
と
が
、「
地
域
に
入
る
作
法
」

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　

数
カ
月
前
、ギ
ャ
ザ
リ
ン
グ
と
称
し
、期
を
越
え
て
の

卒
塾
生
の
集
ま
り
を
持
ち
ま
し
た
。卒
塾
生
の
約
半
数
で

あ
る
五
〇
人
が
参
加
し
、近
況
を
報
告
し
合
い
ま
し
た
。

な
り
わ
い
塾
の
財
産
は「
人
」。春
、第
六
期
が
始
ま
り
ま

す
が
、そ
の
成
果
を
ど
う
活
か
し
て
い
く
の
か
が
、今
後

の
テ
ー
マ
で
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

世
話
に
な
る
お
願
い
と
挨
拶
で
顔
を
出
し
た
と
き
、住
民

の
一
人
か
ら「
と
よ
も
り
っ
て
、い
っ
た
い
何
だ
？ 

わ
し

ら
は
仕
事
も
し
て
い
て
、み
ん
な
忙
し
い
の
に
、ど
ん
な

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
ん
だ
？
」と
、と
て
も
感
情
的
に
言
わ

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。す
で
に
自
治
区
か
ら
も
了
解
は

得
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
、一
瞬
、び
っ
く
り
し

た
の
で
す
が
、そ
の
言
葉
で
主
旨
や
企
画
内
容
が
書
い
て

あ
る
紙
を
住
民
に
渡
し
た
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
こ
と

に
気
付
き
ま
し
た
。そ
の
方
は
、と
て
も
不
安
に
感
じ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
経
験
か
ら
、理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、地
域

を
知
り
、地
域
か
ら
学
び
た
い
と
考
え
る
私
た
ち
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
地
域
の
活
動
に
参
加
す
る
な
ど

多
く
交
流
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

交
流
な
ど
の
目
に
見
え
る
形
で
人
々
の
気
持
ち
の
中

に
落
ち
て
い
か
な
い
と
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ

と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

　
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
あ
り
き
」で
は
な
く
、実
践
ま
で
の
プ
ロ

セ
ス
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
、そ
こ
に
関
わ
っ
た
塾
生
た

ち
や
周
辺
関
係
者
が
織
り
成
す
動
き
や
変
化
そ
の
も
の

が「
豊
森
な
り
わ
い
塾
」の
カ
タ
チ
で
あ
り
成
果
と
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、運
営
ス
タ
ッ
フ
も
塾
生
と
一
緒
に
な
っ
て
現
場

体
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、農
山
村
地
域
で
何
が
課
題

に
な
っ
て
い
る
の
か
、放
置
さ
れ
た
森
林
や
農
地
で
何
が

起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
理
解
し
て
い
き
ま
し
た
。現
在
も
、

さ
ら
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
を
図
っ
て
お
り
、着
実
に

活
動
に
手
応
え
が
出
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

今
の
働
き
方
に
何
か
モ
ヤ
モ
ヤ
し
、今
後
の
生
き
方
を

模
索
し
て
い
る
人
や
、農
業
や
農
村
で
の
暮
ら
し
、さ
ら

に
移
住
・
定
住
を
考
え
、そ
の
き
っ
か
け
を
つ
か
み
た
い
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山
下
惣
一
は
日
本
の
農
業
論
壇
を
長
く
、百
姓
の
側
か

ら
リ
ー
ド
し
て
き
た
。そ
の
筆
鋒
は
衰
え
を
み
せ
な
い
が
、

最
近
で
は
書
き
方
に
微
妙
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
内
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を
、外
か
ら
の
言

葉
・
見
方
を
入
れ
な
が
ら
、意
識
的
に「
思
想
化
」し
よ
う

と
し
て
い
る
。ま
さ
に
最
期
の
表
現
に
賭
け
て
い
る
観
が

あ
る
。内
か
ら
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る「
外
国
か
ら
乾
草
を

輸
入
し
て
い
る
大
型
畜
舎
の
ま
わ
り
の
田
ん
ぼ
で
は
、畦

草
に
除
草
剤
を
か
け
て
枯
ら
し
て
い
る
」と
い
う
表
現
を
、

思
想
化
す
る
と「
部
分
の
効
率
化
、合
理
化
が
全
体
の
不

合
理
化
を
招
く
こ
と
は
、農
業
で
は
珍
し
く
は
な
い
」と

い
う
言
説
に
な
る
。後
者
の
表
現
が
、こ
の
本
で
は
た
し

か
に
増
え
て
い
る
。

　

さ
て
山
下
は「
小
農
」を
、「
暮
ら
し
を
目
的
と
し
て
営

む
農
業
」と
定
義
し
、「
規
模
は
大
き
く
て
も
小
さ
く
て
も
、

目
的
は
暮
ら
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。家
族
農
業
で

宇
根 

豊

（
百
姓
）

す
。逆
に
ど
ん
な
に
規
模
が
小
さ
く
て
も
、利
潤
追
求
を

目
的
と
し
た
も
の
は
大
農
で
す
」と
言
い
切
っ
て
い
る
。

　

ま
た「
家
族
農
業
が
儲
か
ら
な
い
根
本
的
な
原
因
は
、

利
潤
追
求
を
目
的
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。そ
も
そ

も
農
業
に
儲
け
は
な
い
。私
た
ち
が
農
産
物
と
引
き
換
え

に
得
て
い
る
の
は『
対
価
』で
あ
る
。こ
れ
は『
儲
け
』で
は

な
い
」と
も
言
っ
て
い
る
。こ
れ
ま
で
の
日
本
農
学
の
定

義
と
は
異
な
り
、山
下
流
の
思
想
化
が
深
く
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
感
嘆
す
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、天
下
国
家
か
ら
の
見
方
を
一
貫
し
て

否
定
し
、「
日
本
農
業
な
ど
は
ど
こ
に
も
な
い
。あ
る
の
は

わ
が
村
の
農
業
だ
」と
言
っ
て
き
た
山
下
が
、「
救
国
」な

ど
と
い
う
書
名
を
つ
け
る
と
は
、い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ

と
な
の
だ
、と
思
っ
た
。

　
「
敗
戦
の
と
き
、こ
の
国
は
一
回
滅
び
て
、そ
れ
を
救
っ

た
の
が
農
業
と
農
山
村
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、忘
れ
な

い
ほ
う
が
い
い
。農
山
村
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
、帰
る
場
所

を
失
う
こ
と
だ
が
、誰
も
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
か

ら
、自
分
だ
け
で
も
守
ろ
う
と
思
う
」

　

山
下
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム（
愛

郷
心
）を
土
台
と
し
て
い
る
。と
こ
ろ
が
国
民
国
家
の
方

は
そ
う
は
考
え
な
い
。パ
ト
リ（
在
所
）は
国
家
の
一
部
に

過
ぎ
な
い
の
だ
。そ
れ
で
も
村
の
百
姓
の
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
が
な
い
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
崩
壊
す
る
ぞ
、と
い

う
叫
び
が「
救
国
」な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、そ
れ
は
や
は
り
哀
し
い
。「
自
分
だ
け
で
も
守

ろ
う
」と
す
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。山
下
の「
救
国
」ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
、そ
れ
で
い
い
ん
だ
、と
断
言
す
る
気
概
に

満
ち
て
い
る
か
ら
、よ
け
い
に
哀
し
い
。　
　
　
　
　

 

思
想
化
へ
の
執
念

書
評

月刊コロンブス 2015年12月号 「土地改良」で「強い農業」  東方通信社 648円
月刊時評 2015年12月号 “闘う土地改良”で農業の未来を整備する   時評社 600円
週刊東洋経済 2015年12月12日号 TPPで激変する日本の食  東洋経済新報社 638円
減反廃止 農政大転換の誤解と真実 荒幡 克己/著 日本経済新聞出版社 2,600円
日本のTPP交渉参加の真実 その政策過程の解明 作山 巧/著 文眞堂  2,800円
乱獲 漁業資源の今とこれから  東海大学出版部 2,900円  
島耕作の農業論 弘兼 憲史/著　 光文社 740円 
JAが変われば日本の農業は強くなる  杉浦 宣彦/著　  1,000円 
いま問われる農業戦略 規制・TPP・海外展開  ミネルヴァ書房 3,000円 
亡国の農協改革 日本の食料安保の解体を許すな 三橋 貴明/著 飛鳥新社 1,389円

タイトル 著者 出版社 定価
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

読まれてます 三省堂書店農林水産省売店（２０１５年12月１日～12月28日・税抜）

（創森社・1,500円 税抜）

『
小
農
救
国
論
』

山
下 
惣
一 

著

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

レイ・ヒルボーン、
ウルライク・ヒルボーン/著

長命 洋佑、川崎 訓昭、長谷 祐、
小田 滋晃、吉田 誠、坂上 隆、
岡本 重明、清水 三雄、清水 俊英/著
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一
一
月
一
六
日
、水
戸
市
内
で
日
本
公

庫
三
事
業
の
お
客
さ
ま
の
相
互
交
流
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
交
流
会
を
開
催
し
、

お
客
さ
ま
や
関
係
機
関
の
皆
さ
ま
六
五

人
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

関
東
信
越
税
理
士
会
茨
城
県
支
部
連

合
会
専
務
理
事
の
小
泉
達
哉
氏
を
講
師

に
迎
え
、「
こ
れ
で
安
心 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

実
務
対
応
セ
ミ
ナ
ー
」と
題
し
て
、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
の
概
要
や
注
意
点
な
ど

に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。参

加
者
か
ら
は「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
い
う
タ

イ
ム
リ
ー
な
テ
ー
マ
で
興
味
深
い
講
演

で
し
た
」「
今
後
実
務
を
行
う
上
で
注
意

す
べ
き
点
が
理
解
で
き
ま
し
た
」な
ど
の

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。（
水
戸
支
店
）

　
一
二
月
七
日
、「
公
庫
林
業
資
金
友
の

会
」を
開
催
し
、近
畿
管
内
の
林
業
関
係

の
お
客
さ
ま
や
関
係
機
関
を
含
め
た
三

一
人
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

滋
賀
県
の
株
式
会
社
自
然
産
業
研
究

所
の
中
尾
友
一
氏
と
和
歌
山
県
の
株
式

会
社
井い

硲さ
こ

林
産
社
長
の
井
硲
啓
次
氏
に
、

林
業
機
械
開
発
の
現
状
や
架
線
集
材
機

開
発
の
経
験
な
ど
を
ご
講
演
い
た
だ
き

ま
し
た
。今
年
は
友
の
会
幹
事
に
よ
る

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
の
現
地
研
修

（
八
月
実
施
）報
告
を
併
せ
て
行
い
ま
し

た
。参
加
者
か
ら
は「
林
業
の
現
場
で
役

立
つ
架
線
集
材
な
ど
の
有
益
な
情
報
を

得
ら
れ
ま
し
た
」と
の
感
想
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。　　
　
　
　
　

  （
京
都
支
店
）

　
一
一
月
一
〇
日
、農
業
者
や
食
品
企
業

な
ど
の
交
流
会「
フ
ー
ド
ネ
ッ
ト
Ｉ
Ｎ
名

古
屋
」を
開
催
し
、静
岡
、岐
阜
、名
古
屋
、

津
の
各
支
店
の
お
客
さ
ま
総
勢
一
〇
〇

人
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

株
式
会
社
タ
ニ
タ
前
代
表
取
締
役
社

長
の
谷
田
大
輔
氏
よ
り
、「
社
員
食
堂
を

作
っ
た
体
脂
肪
計
タ
ニ
タ
の
経
営
」と
題

し
て
、赤
字
で
引
き
継
い
だ
会
社
を
体
脂

肪
計
シ
ェ
ア
で
世
界
一
に
導
い
た
ご
自
身

の
経
験
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し

た
。懇
親
会
で
は
、農
業
者
と
食
品
企
業

な
ど
異
業
種
間
で
の
情
報
交
換
も
図
ら

れ
、参
加
者
か
ら
は「
毎
年
発
見
が
あ
り

楽
し
み
で
す
」と
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。　
　
　
　
（
東
海
北
陸
地
区
統
轄
）

　

一
一
月
一
九
日
、支
店
に
て
広
島
県

内
の
六
次
産
業
化
に
取
り
組
む
方
々
を

応
援
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

農
業
者
や
食
品
加
工
業
者
一
〇
社
が

開
発
し
た
新
商
品
を
広
島
商
工
会
議
所

や
公
庫
の
職
員
な
ど
約
四
〇
人
が
消
費

者
目
線
で
試
食
し
意
見
交
換
を
行
い
ま

し
た
。併
せ
て
、東
京
の
広
島
ブ
ラ
ン
ド

シ
ョ
ッ
プ
や
宮
島
の
旅
館
業
者
の
バ
イ

ヤ
ー
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
実
施
。こ
の

様
子
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
地
元
テ
レ
ビ
局
で
も

放
映
さ
れ
る
な
ど
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は「
今
後
の
商
品
開
発
に

活
か
し
た
い
」「
出
展
者
同
士
の
交
流
も

で
き
大
変
有
意
義
」と
の
感
想
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。　
　
　
　

 （
広
島
支
店
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
テ
ー
マ
に

三
事
業
合
同
交
流
会
を
開
催

近
畿
管
内
の
林
業
関
係
者
に
よ
る

友
の
会
を
開
催

名
古
屋
市
内
で
東
海
ブ
ロッ
ク
の

交
流
会
を
開
催

「
広
島
発
！ 

企
業
の
街
コ
ン
」を

開
催

参加者は講演に熱心に耳を傾けていました

林業機械開発の現状に聞き入る参加者

経営マインドについて語る谷田氏

新商品の感想を述べるバイヤーや職員たち
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衛生・品質管理向上をお考えの食品製造・加工業者の皆さまへ

将来的なHACCP導入義務化に備え
ＨＡＣＣＰ資金をご活用ください
食品の安全性の向上と品質管理の徹底を図るため、製造・加工の工程管理システムであるＨＡＣＣＰの重要性がより一層増
しています。EU、米国をはじめ、HACCPの考え方による衛生管理が国際的にも主流となってきており、輸出促進の観点か
らも対応が求められています。

日本公庫はHACCP支援法に基づく制度資金「食品産業品質管理高度化促進資金（通称：HACCP資金）」により、HACCP導入
などの取り組みを支援しています。HACCP導入を図る施設整備のほか、その導入の前段階における衛生・品質管理などのた
めの施設および体制整備など、130以上の事業にご利用いただいています。ぜひ最寄りの支店までお気軽にご相談ください。

●　　●　　●

■ＨＡＣＣＰ資金の概要

ご 利 用
いただける方

資 金 の
使 い み ち

融 資 限 度 額

返 済 期 間

金 利
（1月21日 現 在 ）

ご 留 意
いただきたい
事 項

食品の製造・加工の事業を行う中小企業者（製造業の場合、資本金3億円以下または常時従業員数300人以下）

HACCPを導入するための施設整備（製造過程の管理の高度化）、またはHACCP導入の前段階における衛生・品
質管理などのための施設および体制整備（高度化基盤整備）、もしくはこれらと併せて一体的に導入する生産施設

事業費の80％以内または20億円のいずれか低い額

10年超15年以内（うち据置期間3年以内）

2億7,000万円以下　　　　　　　　0.35～0.45％
2億7,000万円超および特定の事業　0.50～0.60％

１　ＨＡＣＣＰ支援法に基づく各指定認定機関の認定対象の食品の種類は以下の通りです。
　　食肉製品（ハム・ソーセージなど）、容器包装詰常温流通食品（缶詰、瓶詰、レトルト食品）、炊飯製品、水産加

工品、乳製品、味噌、醤油製品、冷凍食品、集団給食用食品、惣菜、弁当、カット野菜、食用加工油脂、ドレッシ
ング、清涼飲料水、食酢製品、ソース、菓子、乾麺、漬物、生麺、パン、食肉（枝肉・部分肉、と畜）

２　審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
３　上記以外にも資金をご利用いただくための要件などがございます。
　　詳しくは、事業資金相談ダイヤル（０１２０－１５４－５０５）または最寄りの日本政策金融公庫支店（農林水産事業）

までお問い合わせください。

HACCP支援法に基づく指定認定機関
【高度化計画または高度化基盤整備計画の認定】

日本公庫農林水産事業
【HACCP資金の融資】

食品事業者
【施設・設備の整備】

◦HACCPを導入した新工場の建設
◦衛生管理の向上を図るための既存工場の改修
◦野菜洗浄施設の導入　　　　　　　　　など

■ＨＡＣＣＰ資金のご融資イメージ

事 例
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編集後記

映
画「
Ｗ
O
O
D 

J
O
B
！
」の
原
作
、

三
浦
し
を
ん
氏
の「
神
去
な
あ
な
あ
日

常
」は
、都
会
の
若
者
が
親
に
だ
ま
さ
れ

て
林
業
に
従
事
し
成
長
す
る
痛
快
な
小

説
。物
語
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
林
業
の

現
場
で
は
、雇
用
や
自
伐
な
ど
で
、こ
れ

ま
で
に
な
く
若
い
人
が
入
っ
て
い
る
現

象
が
あ
る
と
の
こ
と
。定
着
の
問
題
が
あ

る
に
せ
よ
力
強
く
感
じ
ま
す
。　
（
嶋
貫
）

木
漏
れ
日
を
浴
び
て
ほ
ほ
笑
む「
農

と
食
の
邂
逅
」の
齋
藤
さ
ん
。今
は「
林

業
女
子
」と
す
て
き
な
呼
称
が
あ
る
よ

う
で
す
が
、そ
の
仕
事
は
や
は
り
女
性

に
と
っ
て
は
厳
し
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
。森
林
浴
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
ど
と

甘
い
考
え
で
は
入
り
込
め
な
い
も
の
を

感
じ
ま
す
。お
じ
い
さ
ん
は
、そ
ん
な
山

の
厳
し
さ
を
言
葉
少
な
に
齋
藤
さ
ん
の

心
の
中
に
植
え
付
け
て
い
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　

 （
小
形
）

「
焦
土
と
化
し
た
戦
後
日
本
の
山
野

に
祖
先
が
残
し
て
く
れ
た
宝
」と
い
う

酒
井
さ
ん
の
言
葉
。
ス
ギ
の
学
名

「C

ク
リ
プ
ト
メ
リ
ア

ryptom
eria j

ジ
ャ
ポ
ニ
カ

aponica

」
も「
日
本

の
隠
れ
た
財
産
」と
訳
せ
る
、と
本
で
読

ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、大
変
な
感

動
を
覚
え
ま
し
た
。身
近
と
は
言
え
な

い
森
林
で
す
が
、足
を
運
び
作
業
の
手

伝
い
を
し
て
日
本
の
宝
を
感
じ
て
み
た

い
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

 （
城
間
）

「
変
革
は
人
に
あ
り
」で
丸
和
林
業

株
式
会
社
の
北
岡
幸
一
社
長
が
、韓
国

で
は
ヒ
ノ
キ
が
ブ
ー
ム
で
、建
築
建
材

と
し
て
使
わ
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。日
本
産
ヒ
ノ
キ
は
香
り
が
強

く
、特
に
人
気
が
高
い
と
か
。ヒ
ノ
キ
の

魅
力
の
一
つ
で
あ
る
、あ
の
独
特
の
香

り
が
私
も
好
き
で
す
。温
泉
旅
館
の
ヒ

ノ
キ
風
呂
に
入
っ
た
ら
、本
当
に
癒
や

さ
れ
ま
す
ね
。　
　
　
　
　
　

 （
林
田
）

♠
一
二
月
号
特
集「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
、農

へ
の
条
件
」は
、外
国
人
観
光
客
を
ア
イ

デ
ア
次
第
で
東
京
、京
都
、大
阪
な
ど
の

ゴ
ー
ル
デ
ン
ル
ー
ト
だ
け
で
な
く
、地
方

に
も
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
事
例
が

紹
介
さ
れ
て
お
り
、こ
の
取
り
組
み
は
地

方
自
治
体
も
大
い
に
参
考
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

有
名
な
観
光
地
を
特
に
持
た
な
く
て

も
、日
本
の
日
常
生
活
が
体
験
で
き
る

農
家
民
宿
で
、テ
ー
マ
や
ス
ト
ー
リ
ー
性

を
持
っ
た
取
り
組
み
を
実
際
に
外
国
人

が
体
験
し
て
帰
国
す
れ
ば
、口
コ
ミ
で
情

報
が
広
が
り
ま
す
。山
形
県
飯
豊
町
や

鹿
児
島
県
な
ど
は
す
で
に
実
践
し
て
お

り
、交
通
が
少
し
不
便
で
も
、そ
の
土
地

の
魅
力
が
あ
れ
ば
、農
村
で
も
人
は
集
ま

る
の
で
す
。要
は
、知
恵
を
出
し
、汗
を
か

い
て
、本
気
で
取
り
組
む
人
が
い
る
地
域

が
成
功
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。　
　
　
　

   （
広
島
市　
亘 

幸
男
）

み
ん
な
の
広
場
へ
の
ご
意
見
募
集

　

本
誌
へ
の
感
想
や
農
林
漁
業
の
発
展
に

向
け
た
ご
意
見
な
ど
を
同
封
の
読
者
ア
ン

ケ
ー
ト
に
て
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。「
み
ん
な
の

広
場
」に
掲
載
し
ま
す
。二
〇
〇
字
程
度
で

す
が
、誌
面
の
都
合
上
、編
集
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。住
所
、氏
名
、年
齢
、

職
業
、電
話
番
号
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

掲
載
者
に
は
薄
謝
を
進
呈
い
た
し
ま
す
。

［
郵
送
お
よ
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
先
］

〒一〇
〇
︲
〇
〇
〇
四

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町一︲
九
︲
四

大
手
町
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
シ
テ
ィ 

ノ
ー
ス
タ
ワ
ー

日
本
政
策
金
融
公
庫

農
林
水
産
事
業
本
部

Ａ
Ｆ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
集
部

Ｆ
Ａ
Ｘ　
〇
三
︲
三
二
七
〇
︲二
三
五
〇

メール配信サービスのご案内

　日本公庫農林水産事業本部では、メール配
信による農業・食品産業に関する情報の提供を
しています。メール配信サービスの主な内容は次
の4点です。

①日本公庫の独自調査（農業景況調査、食品
産業動向調査、消費者動向調査など）結果

②公庫資金の金利情報や新たな資金制度の
ご案内、プレス発表している日本公庫の最新
動向

③農業技術の専門家である日本公庫テクニカ
ルアドバイザーによる農業・食品分野に関する
最新技術情報「技術の窓」

④日本公庫が発行する『ＡＦＣフォーラム』『アグ
リ・フードサポート』のダウンロード

　メール配信を希望される方は、日本公庫のホー
ムページ（http://www.jfc.go.jp/n/service/
mail_nourin.html）にアクセスしてご登録くださ
い。　　　　　　　　 　　　（情報企画部）
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日
時

会
場

主
催

木 金

ATC アジア太平洋トレードセンター

2月18日/19日

第9回アグリフード EXPO 大阪 2016
プロ農業者たちの国産農産物・展示商談会

国産にこだわり 
農と食

をつなぎます。



『ふるさとのみかん畑』野角 咲菜　香川県高松市香川大学教育学部附属高松小学校

2016

2
特 集

森
林・林
業
の
新
時
代
が
来
る

■
AFCフ

ォ
ー

ラ
ム

　
平

成
28年

2月
1日

発
行（

毎
月

1回
1日

発
行

）第
63巻

11号（
786号

）
■

発
行

／（
株

）日
本

政
策

金
融

公
庫

 農
林

水
産

事
業

本
部

　
〒

100-0004 東
京

都
千

代
田

区
大

手
町

1-9-4　
Tel.03（

3270）2268
■

販
売

／
一

般
財

団
法

人
 農

林
統

計
協

会
　

〒
153-0064 東

京
都

目
黒

区
下

目
黒

3-9-13　
Tel.03（

3492）2987　
■

定
価

514円
　

本
体

価
格

476円

●次代に継ぐ

http://www.jfc.go.jp/



AFCフォーラム 読者アンケート（2016年2月号）
「AFCフォーラム」をご愛読いただきまして、ありがとうございます。本誌をより充実させるために、

アンケートにご協力をお願いいたします。このままFAXか郵送でお送りください。

観天望気 経営紹介
主張・多論百出
変革は人にあり
耳よりな話
まちづくりむらづくり
書　評
みんなの広場

情報戦略レポート
農と食の邂逅
フォーラムエッセイ

持続可能な林業と国産材利用の推進
自伐型林業が新しい担い手をつくる
林業経営の担い手は緑の雇用策から

特集

お名前（フリガナ）

ご住所 〒 ―

性　別

男性
歳女性

年　齢 職　業

記事区分 記事区分良かった 良かったどちらとも
いえない

どちらとも
いえない良くなかった 良くなかった

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

―tel. ―

FAX  03-3270-2350扌 扌

【お問い合わせ先】 日本政策金融公庫農林水産事業本部　情報企画部情報サービスグループ　電話 03-3270-2268

1 掲載記事について、内容はいかがでしたでしょうか？（○をご記入ください）

2 AFCフォーラムで取り上げてほしい特集テーマがありましたら、ご記入ください。

3 本誌への感想や農林漁業の発展に向けたご意見などを200字程度でお寄せください。選定のうえ本誌「みんなの広場」に
掲載させていただきます。

（紙面の都合上、編集させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください）
掲載の場合には薄謝を進呈いたします。（匿名での投稿はご遠慮ください）

AFCフォーラム編集部宛

ご協力ありがとうございました。


