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こ
の
20
年
間
、ス
ギ
を
中
心
に
生
産
が
増
え
、国
産
材
時
代
到
来
の
兆
し
が
見
え
始
め
た
。だ

が
、再
造
林
を
進
め
て
国
産
材
の
安
定
供
給
体
制
を
つ
く
り
、外
材
と
置
き
換
わ
る
に
は
、

「
収
益
性
」「
伐
採
不
可
能
資
源
」「
林
業
・
木
材
産
業
の
地
域
差
」と
い
う
三
つ
の
課
題
が
横
た

わ
る
。こ
れ
ら
の
課
題
に
道
筋
を
付
け
た
と
き
、本
格
的
な
国
産
材
の
時
代
が
や
っ
て
く
る
。

手
繰
り
寄
せ
始
め
た
国
産
材
時
代

　

拡
大
造
林
を
進
め
、人
工
林
面
積
が
１
０
０
０
万
㌶

に
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
１
９
７
０
年
代
か
ら
80
年
代

に
は
、造
成
し
た
人
工
林
が
伐
採
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
迎
え
る
で
あ
ろ
う「
来
る
べ
き
国
産
材
時
代
」に
期
待

す
る
論
調
が
よ
く
見
ら
れ
た
。し
か
し
、木
材
価
格
も
自

給
率
も
そ
の
後
下
げ
が
止
ま
ら
ず
、90
年
代
に
は
、た
と

え
資
源
が
成
熟
し
た
と
し
て
も
国
産
材
時
代
は
も
う
来

な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
も
広
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、２
０
０
０
年
代
の
半
ば
か
ら
約
20
年
、資
源

成
熟
を
背
景
に
国
産
材
の
生
産
は
増
加
に
転
じ
、自
給

率
も
上
昇
を
続
け
た
。国
産
材
時
代
が
来
た
と
言
っ
て

も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、む
し
ろ
今
日
感
じ

ら
れ
る
こ
と
は
、資
源
は
着
実
に
成
長
す
る
が
、そ
れ
に

よ
っ
て
あ
る
と
き
か
ら
国
産
材
時
代
が
始
ま
る
と
い
っ

た
単
純
な
こ
と
で
は
な
く
、わ
れ
わ
れ
は
、持
ち
得
た
資

源
を
生
か
す
べ
く
、情
勢
を
見
極
め
、時
代
を
構
築
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、そ
れ
に
は
少
な
く
と
も
数
十

年
の
時
間
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

こ
の
20
年
、日
本
の
林
業
・
木
材
産
業
は
、ス
ギ
を
中

心
と
し
た
資
源
の
成
熟
を
基
盤
に
、国
産
材
の
安
定
供

給
体
制
を
つ
く
り
、外
材
を
置
き
換
え
る
と
い
う
積
年

の
課
題
に
答
え
を
出
し
始
め
た
。ス
ギ
の
素
材
生
産
量

は
00
年
か
ら
20
年
ま
で
の
間
で
８
０
０
万
立
方
㍍
か
ら

１
８
０
０
万
立
方
㍍
へ
、２
倍
以
上
に
増
加
し
た（
図

１
）。こ
の
間
、わ
が
国
へ
の
木
材
供
給
に
占
め
る
外
材

の
シ
ェ
ア
が
81
％
か
ら
58
％
へ
、23
ポ
イ
ン
ト
下
落
し

た
の
に
代
わ
り
、ス
ギ
の
シ
ェ
ア
は
８
％
か
ら
25
％
へ
、

17
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。ス
ギ
の
使
い
道
は
、合
板
、Ｌ

Ｖ
Ｌ（
単
板
積
層
材
）、構
造
用
集
成
材
、製
材
品
で
も
２

×
４
材
な
ど
に
広
が
り
、外
材
を
置
き
換
え
て
き
た
。

　

わ
が
国
の
林
業
の
主
力
樹
種
で
あ
る
ス
ギ
は
、面
積

で
人
工
林
の
44
％
、蓄
積
で
58
％
を
占
め
る
う
え
、成
長

も
早
い
こ
と
か
ら
、国
産
材
が
苦
手
と
す
る
大
量
供
給

力
や
供
給
の
安
定
性
の
面
で
外
材
に
対
抗
し
や
す
い
。

そ
の
た
め
、こ
れ
ま
で
外
材
を
使
っ
て
い
た
一
般
建
築

材
の
大
規
模
加
工
・
流
通
の
仕
組
み
の
な
か
に
入
り
込

み
、一
部
で
は
あ
る
が
、外
材
を
置
き
換
え
る
こ
と
に
成

功
し
つ
つ
あ
る
。

　

し
か
し
、そ
れ
は
国
産
材
時
代
を
手
繰
り
寄
せ
始
め

た
く
ら
い
の
こ
と
で
し
か
な
か
ろ
う
。む
し
ろ
、こ
う
し

て
素
材
生
産
を
増
や
し
、主
伐
・
再
造
林
を
進
め
る
な

か
で
、お
ぼ
ろ
げ
で
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
課
題
が
よ
り

明
瞭
に
姿
を
表
し
始
め
た
。以
下
、「
収
益
性
」「
伐
採
不

可
能
資
源
」「
地
域
差
」の
３
点
に
わ
た
っ
て
考
え
て
み

た
い
。
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図１ 国産材（樹種別）と外材の供給量の推移

図２ 宮崎県におけるスギ人工林経営の収益率の長期変化
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注：�木材需給表と木材統計（いずれも農林水産省）から著者作成。国産材の樹種別は木材統計の素材
生産量樹種別割合から推定。

注：�資料は著者作成（2024年、林業経済）。期待収益率を過去10年移動平均で円滑化した。期待収益
率はその年に45年�伐期のスギ人工林経営を始めた場合に得られる内部収益率を、その年の立木
価格、林業労賃�から推定したもの。

収
益
性
の
低
さ
が
再
造
林
を
阻
む

　

第
一
に
、主
伐
後
の
再
造
林
問
題
で
あ
る
。民
有
林
の

再
造
林
率
は
、全
国
で
は
３
〜
４
割
程
度
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
。木
材
資
源
の
持
つ
、カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

で
あ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
十
分
に
活
用
で
き
て
お
ら

ず
、こ
の
ま
ま
資
源
基
盤
を
失
い
続
け
れ
ば
、産
業
の
将

来
も
危
う
い
。

　

こ
の
問
題
の
根
底
に
あ
る
の
は
、林
業
経
営
の
収
益

性
が
低
い
こ
と
で
あ
る
。図
２
は
、宮
崎
県
で
伐
期
45
年

の
ス
ギ
人
工
林
経
営
を
お
こ
な
う
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
、

各
年
で
造
林
を
始
め
た
と
き
に
期
待
さ
れ
る
内
部
収
益

率（
一
代
当
た
り
の
人
工
林
経
営
の
利
回
り
）を
各
年
時

点
の
立
木
価
格
や
林
業
賃
金
を
用
い
て
計
算
し
た
結
果

で
あ
る
。１
９
８
０
年
代
以
降
、主
に
立
木
価
格
下
落
の

影
響
を
受
け
、期
待
で
き
る
収
益
率
は
大
き
く
下
が
り
、

最
近
よ
う
や
く
下
げ
止
ま
っ
た
。

　

近
年
の
ス
ギ
の
成
功
は
、上
述
の
と
お
り
、一
般
建
築

材
と
し
て
外
材
と
対
抗
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に

あ
る
が
、価
格
面
で
外
材
と
競
い
合
う
た
め
に
は
、原
料

た
る
立
木
の
価
格
を
下
げ
ざ
る
を
得
な
い
。川
上
の
林

業
経
営
は
ど
う
し
て
も
低
収
益
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が

現
実
で
あ
る
。

　

林
業
経
営
の
収
支
改
善
を
図
る
べ
く
、造
林
の
低
コ

ス
ト
化
や
Ｄ
Ｘ
技
術
導
入
な
ど
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、今
後
ま
す
ま
す
人
手
不
足
が
深
刻
化
す
る

な
か
で
、生
産
や
流
通
を
省
力
化
・
効
率
化
す
る
う
え

で
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、そ

れ
に
よ
っ
て
林
業
経
営
の
収
益
性
を
大
き
く
改
善
し
う

る
見
通
し
を
得
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、再
造
林
問
題
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
先
が
見

通
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。図
３
は
、大
規
模
に
森
林
を

所
有
す
る
者
の
割
合
を
横
軸
、再
造
林
率
を
縦
軸
に
置

き
、宮
崎
県
内
の
26
市
町
村
を
二
次
元
上
に
プ
ロ
ッ
ト

し
た
も
の
で
あ
る
。宮
崎
県
の
場
合
、県
全
体
の
再
造
林

率
は
70
％
程
度
で
あ
る
が
、市
町
村
に
よ
っ
て
再
造
林

の
実
態
は
大
き
く
異
な
り
、ほ
ぼ
す
べ
て
再
造
林
で
き

て
い
る
地
域
か
ら
30
％
程
度
し
か
再
造
林
で
き
て
い
な

い
地
域
ま
で
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。

　

県
内
に
お
い
て
自
然
条
件
や
施
業
内
容
に
大
き
な
違

い
は
な
く
、こ
の
地
域
差
は
社
会
経
済
条
件
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。特
に
、こ
の
図
が
示
す
よ
う
に
、森
林
所
有

者
の
所
有
規
模
は
再
造
林
率
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
。

　

１
０
０
０
万
㌶
の
人
工
林
を
造
成
し
た
半
世
紀
前
に

は
、期
待
で
き
る
収
益
率
が
高
く
、所
有
者
た
ち
は
規
模

の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、こ
ぞ
っ
て
造
林
し
た
。と
り
わ

け
、小
規
模
所
有
者
は
当
時
ほ
と
ん
ど
が
農
家
で
、自
分

の
山
を
自
家
労
働
力
で
比
較
的
安
価
に
植
え
て
育
て
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

し
か
し
時
代
は
移
り
、今
日
同
じ
こ
と
は
期
待
で
き

な
い
。非
農
家
化
や
不
在
村
化
が
進
み
、自
分
の
森
林
を

管
理
で
き
な
い
所
有
者
が
増
え
た
。こ
う
し
た
場
合
の

特集　スギから読む新しい林業
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注：木材統計（農林水産省）から著者作成。
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図４ 地方別に見たスギ素材生産量の推移

は
確
か
に
増
え
た
。そ
の
後
、主
伐
が
進
む
よ
う
に
な
っ

た
も
の
の
、多
く
の
資
源
は
伐
採
さ
れ
ぬ
ま
ま
高
齢
化

し
、今
日
で
は
人
工
林
の
林
齢
構
成
の
ピ
ー
ク
は
60
年

生
前
後
と
な
っ
た
。こ
れ
は
長
伐
期
化
が
進
ん
だ
結
果

と
も
言
え
る
が
、し
か
し
、実
際
に
は
、こ
の
高
齢
化
し

て
い
く
資
源
の
な
か
に
は
、伐
期
を
意
図
的
に
延
長
し

て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、伐
採
し
よ
う
と
し
て

も
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
、伐
採
を
進
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
わ
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

宮
崎
県
が
比
較
的
林
業
が
成
り
立
ち
や
す
い
地
域
で

あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、全
国
的
に
は
伐
採
不
可
能

資
源
の
割
合
が
も
っ
と
高
い
地
域
も
あ
ろ
う
。１
０
０
０
万

㌶
あ
る
人
工
林
の
ど
れ
ほ
ど
が
実
際
に
資
源
と
し
て
収

穫
で
き
る
の
か
、は
っ
き
り
し
な
い
。そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
、地
域
の
素
材
供
給
力
に
応
じ
て
製
材
工
場
な
ど
の

立
地
や
規
模
を
適
切
に
配
置
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し

い
が
、ど
れ
だ
け
の
資
源
が
実
際
に
利
用
可
能
な
の
か

が
判
然
と
し
な
い
の
で
は
、そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
も

持
ち
が
た
い
。宮
崎
県
の
よ
う
に
主
伐
が
過
熱
気
味
の

地
域
で
は
、伐
採
不
可
能
資
源
が
あ
る
こ
と
も
想
定
し

て
伐
採
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の
が
理
想
で
あ
る

が
、そ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
な
い
。

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
施
業
を

　

第
三
に
、こ
の
20
年
で
も
う
一
つ
見
え
て
き
た
の
が
、

全
国
に
お
け
る
林
業
・
木
材
産
業
の
地
域
差
の
問
題
で

あ
る
。

　

図
４
は
、１
９
６
５
年
の
数
値
を
１
と
し
て
、ス
ギ
素

材
生
産
量
の
推
移
を
地
方
別
に
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

ど
の
地
方
も
２
０
０
０
年
以
降
は
生
産
量
を
増
や
し
た

が
、増
加
の
程
度
は
大
き
く
異
な
る
。九
州
と
東
北
は
す

た
と
こ
ろ
、平
均
で
人
工
林
の
28
％
は
伐
採
不
可
能
と

推
定
さ
れ
る
と
の
回
答
を
得
た
。所
有
者
が
わ
か
ら
な

い
、境
界
を
確
定
で
き
な
い
、林
道
か
ら
遠
い
な
ど
、再

造
林
は
も
と
よ
り
主
伐
さ
え
で
き
な
い
資
源
が
少
な
く

な
い
の
で
あ
る
。こ
れ
も
、根
本
的
に
は
林
業
経
営
の
収

益
性
が
木
を
育
て
て
い
る
間
に
大
き
く
低
下
し
た
こ
と

で
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。

　

１
９
９
０
年
ご
ろ
か
ら
、人
工
林
経
営
の
長
伐
期
化

が
言
わ
れ
て
き
た
。造
林
費
用
が
立
木
価
格
に
対
し
相

対
的
に
高
ま
っ
た
た
め
、頻
繁
に
植
え
替
え
を
し
な
い

長
伐
期
は
合
理
的
で
、そ
れ
を
志
向
す
る
森
林
所
有
者

再
造
林
が
最
も
難
し
い
。林
地
を
ま
と
め
、所
有
の
体
制

を
変
え
て
い
く
な
ど
、低
収
益
で
も
続
行
し
て
い
け
る

林
業
経
営
の
体
制
を
再
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

伐
採
で
き
な
い
木
材
資
源
も

　

第
二
の
課
題
と
し
て
、主
伐
を
進
め
る
な
か
で
、成
長

し
た
ス
ギ
が
確
か
に
そ
こ
に
立
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

実
際
に
は
収
穫
で
き
な
い
、い
わ
ゆ
る
伐
採
不
可
能
資

源
が
相
当
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。以
前
、宮
崎

県
内
の
素
材
生
産
事
業
体
を
対
象
に
調
査
を
お
こ
な
っ

注：�保有10ha以上経営体割合は2015年農林業センサス（農林水産省）、再造林率は16〜22年宮崎
県林業統計要覧から算出。
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図３ 宮崎県内市町村の林業経営規模と再造林率

スギ素材生産拡大の20年に見る課題
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ら
を
実
現
す
る
木
材
の
加
工
・
流
通
・
利
用
の
仕
組
み
が
、

一
般
材
の
も
の
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
、し
か
し
あ
る

程
度
の
一
般
性
を
持
っ
て
展
開
し
、定
着
す
る
よ
う
に

な
る
の
か
、そ
し
て
そ
う
し
た
加
工
・
流
通
・
利
用
と
結

び
付
い
た
人
工
林
経
営
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

高
齢
化
・
大
径
化
が
進
む
資
源
を
ど
う
生
か
す
の
か
も

含
め
て
、地
域
の
林
業
・
木
材
産
業
の
在
り
方
の
模
索

は
続
く
。

　

以
上
、ス
ギ
の
素
材
生
産
を
拡
大
し
、主
伐
、再
造
林

に
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
と
し
て
見
え
て
き
た
三
つ
の

課
題
に
つ
い
て
見
て
き
た
。言
葉
の
使
い
方
次
第
で
は

あ
る
が
、こ
れ
ら
に
つ
い
て
め
ど
を
付
け
た
と
き
に
よ

う
や
く
国
産
材
の
時
代
で
あ
る
と
胸
を
張
っ
て
言
え
る

よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、私
は
考
え
る
。

植
え
替
え
の
際
の
撤
退
検
討
も
重
要

　

そ
し
て
、も
う
一
つ
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。そ
れ

は
、そ
も
そ
も
、ス
ギ
を
伐
っ
て
ま
た
ス
ギ
を
植
え
る
の

か
、ま
た
ど
の
範
囲
で
ス
ギ
林
業
を
続
け
て
い
く
の
か

に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

わ
が
国
は
、世
界
の
針
葉
樹
産
地
の
な
か
で
は
、最
も

温
暖
か
つ
湿
潤
な
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。ス
ギ
は
、わ
が

国
の
こ
の
気
候
条
件
を
生
か
し
、外
材
に
対
抗
し
う
る

と
い
う
意
味
で
、大
変
有
用
な
針
葉
樹
で
あ
る
。と
は
い

え
、現
在
の
林
業
経
営
の
収
益
性
や
今
後
の
木
材
需
要
、

国
土
保
全
や
生
物
多
様
性
へ
の
期
待
の
高
ま
り
な
ど
か

ら
す
れ
ば
、ス
ギ
を
は
じ
め
と
す
る
戦
後
の
針
葉
樹
人

工
林
造
成
は
今
か
ら
考
え
れ
ば
行
き
過
ぎ
で
、撤
退
戦

略
も
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

伐
採
す
る
と
き
が
林
種
、樹
種
を
変
え
る
タ
イ
ミ
ン

グ
で
あ
る
か
ら
、生
産
と
合
わ
せ
て
撤
退
も
考
え
て
い

で
に
１
９
６
５
年
の
水
準
を
上
回
っ
た
が
、近
畿
や
中

部
は
わ
ず
か
な
増
加
に
と
ど
ま
る
。

　

同
じ
ス
ギ
を
育
て
る
に
し
て
も
、植
栽
密
度
、品
種
、

実
生
苗
か
挿
木
苗
か
な
ど
の
生
育
条
件
が
違
い
、ま
た
、

賃
金
水
準
な
ど
社
会
経
済
条
件
も
異
な
る
。林
業
の
在

り
方
、供
給
さ
れ
る
素
材
の
質
や
量
は
地
域
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、そ
れ
に
応
じ
て
加
工
・
流
通
の
体
制
、

需
要
と
の
結
び
付
き
方
は
変
わ
っ
て
く
る
。も
ち
ろ
ん
、

ヒ
ノ
キ
や
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
、樹
種
に
よ
る
バ
ラ
エ
テ
ィ

も
あ
る
。

　

九
州
や
東
北
は
、量
的
供
給
力
を
生
か
し
て
、大
規
模

な
加
工
・
流
通
体
制
を
整
え
、一
般
建
築
材
の
市
場
で

外
材
を
置
き
換
え
る
戦
略
を
取
り
、全
国
を
牽
引
す
る
。

し
か
し
他
の
地
方
で
も
同
じ
戦
略
が
通
用
す
る
の
か
、

あ
る
い
は
別
の
戦
略
が
有
効
な
の
か
、地
域
の
実
情
に

合
わ
せ
た
林
業
・
木
材
産
業
を
構
築
す
る
取
り
組
み
は

各
地
で
ま
だ
模
索
の
段
階
に
あ
る
。

　

国
産
材
産
地
形
成
の
方
向
性
と
し
て
、良
質
材
か
一

般
材
か
と
い
う
議
論
が
80
年
代
に
交
わ
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。一
般
材
産
地
形
成
の
取
り
組
み
は
進
み
、そ
の

在
り
方
や
可
能
性
が
見
定
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
一
方
、良

質
材
生
産
を
志
向
す
る
林
業
が
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を

持
つ
の
か
、建
築
用
材
需
要
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
た

今
日
に
お
い
て
、新
た
な
模
索
が
続
い
て
い
る
。

　

住
宅
や
こ
れ
か
ら
木
造
化
が
期
待
さ
れ
る
非
住
宅
建

築
物
の
見
え
掛
か
り
に
、従
来
の
和
室
の
意
匠
と
は
違

う
形
で
は
あ
ろ
う
が
、良
質
材
を
使
う
こ
と
で
付
加
価

値
を
生
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。ま
た
、良
質
材
と
は
違

う
が
、小
さ
な
流
通
の
良
さ
を
生
か
し
て
、森
林
認
証
や

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
を
付
与
す
る
仕
組
み
づ
く
り
が
今

日
的
な
付
加
価
値
を
生
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。こ
れ

く
べ
き
で
あ
る
。基
本
的
に
は
、林
業
経
営
の
収
益
性
の

低
い
と
こ
ろ
、公
益
的
機
能
を
確
保
す
る
う
え
で
重
要

な
と
こ
ろ
を
天
然
林
に
置
き
換
え
て
い
く
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、こ
れ
を
現
実
的
に
考
え
る
に
は
、伐
採
不
可

能
資
源
の
存
在
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。伐
採
不

可
能
資
源
が
相
当
程
度
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、伐
採

で
き
、実
際
に
伐
採
を
し
た
と
こ
ろ
は
ス
ギ
も
し
く
は

他
の
有
用
樹
種
の
再
造
林
に
よ
る
資
源
の
再
生
産
を
基

本
と
し
、そ
の
な
か
で
局
所
的
に
、土
砂
災
害
の
危
険
を

考
慮
し
て
天
然
林
に
戻
す
と
い
っ
た
判
断
を
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

問
題
は
、伐
採
不
可
能
で
、手
入
れ
も
さ
れ
ず
に
い
つ

ま
で
も
残
っ
て
し
ま
う
人
工
林
を
ど
う
す
る
か
で
あ
る
。

林
業
経
営
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
天
然
林
に
戻
し
て
い

き
た
い
が
、こ
れ
が
経
済
活
動
で
進
む
こ
と
は
期
待
で

き
な
い
。政
策
的
に
別
の
手
立
て
を
考
え
て
い
く
必
要

が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

花
粉
発
生
源
対
策
も
、同
じ
枠
組
み
で
考
え
て
い
く

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。補
助
金
を
増
や
す
な
ど
し
て
生

産
を
刺
激
し
て
も
、伐
採
可
能
な
資
源
の
伐
採
が
伐
採

し
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
早
く
進
む
だ
け
で
、伐
採
不
可

能
資
源
の
伐
採
が
進
む
よ
う
に
な
る
と
ま
で
は
考
え
に

く
い
。そ
う
で
あ
れ
ば
、発
生
源
対
策
で
伐
採
し
た
と
こ

ろ
は
花
粉
の
少
な
い
ス
ギ
な
ど
に
植
え
替
え
て
、循
環

利
用
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。一
方
で
そ
れ
と
は
別

に
、伐
採
不
可
能
な
ス
ギ
資
源
を
天
然
林
に
置
き
換
え

て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。そ
う
で
な

け
れ
ば
、利
用
も
さ
れ
な
い
ま
ま
、花
粉
を
飛
ば
し
続
け

る
ス
ギ
林
が
相
当
程
度
残
っ
て
し
ま
う
と
予
想
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。�

特集　スギから読む新しい林業
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