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か
つ
て
は
林
業
で
栄
え
、
魚
梁
瀬
森
林
鉄

道
が
駆
け
巡
っ
て
い
た
高
知
県
東
部
に
位
置

す
る
中
芸
地
域
。
奈
半
利
町
・
田
野
町
・
安 

                

田
町
・
北
川
村
・
馬
路
村
を
擁
す
る
同
地
域

は
、
現
在
で
は
全
国
の
ゆ
ず
生
産
量
の
二

五
％
を
占
め
る
「
日
本
一
の
ゆ
ず
の
産
地
」

で
あ
る
。
ゆ
ず
の
収
穫
を
迎
え
た
秋
、
た
わ

わ
に
実
っ
た
黄
金
色
に
輝
く
ゆ
ず
畑
に
、

人
々
の
賑
や
か
な
声
が
そ
こ
か
し
こ
に
響
き

わ
た
る
。
家
族
総
出
で
収
穫
が
行
わ
れ
、
町

外
に
転
出
し
て
い
る
人
も
こ
の
時
期
だ
け
は

ふ
る
さ
と
に
帰
っ
て
く
る
。「
収
穫
の
頃
は
病

院
に
入
院
し
て
い
る
患
者
す
ら
い
な
く
な

る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
誰
も
彼
も
が
収
穫

を
手
伝
う
。一
〇
月
頃
か
ら
出
荷
量
が
増
え
、

一
一
月
に
最
盛
期
を
迎
え
る
頃
に
は
、
ゆ
ず

を
満
載
し
た
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
町
中
で
列
を
な

し
、
搾
汁
工
場
か
ら
漂
う
ゆ
ず
の
香
り
に
町

全
体
が
包
み
込
ま
れ
る
。 

  

筆
者
は
高
知
大
学
で
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
（
文
部
科
学
省 

地
（
知
）
の
拠
点
整

備
事
業
）
と
し
て
、
こ
の
ゆ
ず
の
香
り
立
つ

地
に
赴
任
し
て
丸
三
年
が
経
っ
た
。
勤
務
は

安
芸
市
に
あ
る
「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
駐 

忘
れ
ら
れ
た
当
た
り
前
を
探
す

目̈
か
ら
ウ
ロ
コ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
㉑ 

地
域
の
散
髪
屋
に
な
る
な 

過
疎
高
齢
化
の
先
に
あ
る
世
界
に
暮
ら
す 

 

赤
池
慎
吾 

あ
か
い
け 

し
ん
ご 

高
知
大
学
地
域
連
携
推
進
セ
ン
タ
ー
特
任
講
師 

（
専
門
は
林
政
学
） 
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在
」
と
い
う
形
態
の
た
め
、
学
内
業
務
は
主

に
Ｔ
Ｖ
会
議
シ
ス
テ
ム
で
行
う
。
サ
テ
ラ
イ

ト
オ
フ
ィ
ス
は
、
よ
り
地
域
に
近
い
存
在
で

あ
る
。
こ
の
た
め
筆
者
が
何
よ
り
も
嬉
し
い

の
は
、
地
域
の
方
た
ち
と
近
い
場
所
で
同
じ

空
気
を
吸
い
、
語
ら
う
こ
と
で
多
く
の
時
間

を
共
有
し
、
地
域
を
肌
で
感
じ
、
気
持
を
つ

な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
。 

 

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
駐
在
の
地
域
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
最
大
の
強
み
は
、
地
域
に

一
番
近
い
教
員
と
し
て
、
地
域
の
多
様
な

方
々
（
住
民
、
行
政
、
企
業
、
団
体
等
）
と

「
日
常
的
」
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図

り
、
そ
し
て
「
日
常
的
」
に
知
識
や
情
報
を

共
有
で
き
る
関
係
を
つ
く
り
や
す
い
こ
と
だ

ろ
う
。
高
知
で
暮
ら
し
、
責
務
を
全
う
す
る

よ
う
に
な
り
、
丸
三
年
が
過
ぎ
、
ま
さ
に
「
地

域
を
肌
で
感
じ
る
」
こ
と
が
日
々
強
く
な
っ

て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
だ
ま
だ
お
ぼ
ろ

図1 安田町中山地区での自然薯植え付け． 
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げ
な
が
ら
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
わ

か
っ
て
き
た
。
地
域
の
人
た
ち
は
、
地
域
の

決
め
ご
と
を
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
の
単

純
な
構
造
で
理
解
し
な
い
と
言
う
こ
と
だ
。

ま
さ
に
「
肌
感
覚
」、
そ
う
、
身
に
染
み
て
わ

か
る
と
い
う
形
容
が
あ
て
は
ま
る
。
こ
れ
は

言
葉
に
で
き
な
い
非
言
語
的
な
感
覚
だ
。
必

死
に
こ
の
感
覚
を
、
文
字
や
言
葉
で
伝
え
よ

う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
上
滑
り
な
感
覚
に
陥

る
。 

 

こ
の
感
覚
に
気
づ
く
の
に
時
間
が
か
か
っ

た
の
は
、
こ
れ
ま
で
全
国
各
地
で
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
す
る
な
か
で
、
筆
者
が
地
域
を

理
解
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
が
い

つ
の
ま
に
か
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
地
域
を
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
の

価
値
判
断
で
合
理
的
に
動
く
も
の
と
し
て
扱

お
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ

る
。
地
域
の
と
あ
る
方
が
、「
お
ま
え
な
、
見

ず
知
ら
ず
の
人
間
が
女
の
子
に
『
シ
ョ
ー
ト

カ
ッ
ト
が
似
合
う
よ
』
と
い
っ
て
髪
を
切
る

と
思
う
か
。
そ
れ
が
散
髪
屋
の
イ
ケ
メ
ン
で

も
た
め
ら
う
だ
ろ
。
で
も
よ
、
そ
の
女
の
子

が
好
き
な
男
だ
っ
た
り
親
友
か
ら
の
言
葉
だ

っ
た
ら
、
真
剣
に
悩
む
だ
ろ
う
。
地
域
と
大

学
も
そ
れ
と
一
緒
だ
よ
」
と
宴
席
（
お
き
ゃ

く
）
で
教
え
て
く
れ
た
。
い
つ
の
ま
に
か
、

自
分
は
散
髪
屋
（
イ
ケ
メ
ン
で
は
無
い
こ
と

は
自
覚
し
て
い
る
が
）
に
な
っ
て
い
た
の
で

は
と
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
言
葉
は

筆
者
の
体
の
奥
深
く
に
、
抜
け
な
い
棘
の
よ

う
に
突
き
刺
さ
っ
た
。 

 

地
域
の
方
の
心
を
動
か
す
に
は
、
筆
者
個

人
と
地
域
の
方
一
人
ひ
と
り
と
が
ど
う
い
う

つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が

重
要
だ
。
地
域
は
大
学
に
対
し
て
継
続
的
な

つ
な
が
り
を
求
め
て
い
る
。
大
学
の
地
域
貢

献
が
知
識
や
技
術
の
一
時
的
提
供
に
と
ど
ま

る
限
り
に
お
い
て
は
、
例
え
そ
の
知
識
や
技

術
が
効
果
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
地
域
に
根

付
く
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し

れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
に
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
地
域
課
題
に

対
し
て
、地
域
と
顔
の
見
え
る
関
係
を
築
き
、

現
地
関
係
者
と
の
調
整
、
学
内
外
の
研
究
者

と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
、
そ
し
て
そ
の
成
果
を
地

域
に
還
元
で
き
る
形
に
し
て
い
く
ま
で
の
継

続
的
な
仕
組
み
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

筆
者
が
担
当
す
る
高
知
県
東
部
だ
け
で
年

間
六
〇
件
近
く
の
地
域
課
題
や
相
談
事
が
持

ち
込
ま
れ
る
。
そ
の
な
か
の
い
く
つ
か
が
、

地
域
と
大
学
と
の
継
続
的
な
仕
組
み
に
な
っ

て
き
て
い
る
。 

 

三
年
前
か
ら
大
学
の
正
課
外
教
育
を
通
じ

て
、
安
田
町
中
山
地
区
で
「
ワ
ン
デ
イ
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
バ
ス
ツ
ア
ー
」
を
始
め
た
。
こ
の 
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ツ
ア
ー
の
目
的
は
、
一
年
間
で
計
四
回
延
べ

一
〇
〇
名
の
学
生
が
地
域
の
特
産
で
あ
る
自

然
薯
の
栽
培
を
行
い
、
そ
の
活
動
を
通
し
て

地
域
課
題
を
学
ぶ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
三
年
間
で
栽
培
面
積
は
五
倍
に
拡
大
し
、

自
然
薯
栽
培
に
携
わ
る
地
域
の
方
も
少
し
ず

つ
増
え
て
き
た
。
一
年
を
通
し
て
、
植
え
付

け
、
草
引
き
（
除
草
）、
収
穫
、
販
売
を
地
域

の
方
と
一
緒
に
活
動
す
る
。
年
数
回
の
そ
れ

も
た
っ
た
一
日
だ
け
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間

で
は
あ
る
が
、
学
生
の
来
町
を
待
ち
か
ね
る

地
域
の
方
も
増
え
て
き
た
。
さ
ら
に
、
二
つ

の
学
生
団
体
が
立
ち
上
が
り
、
地
域
の
方
と

学
生
と
の
自
然
薯
の
よ
う
な
ね
ば
り
の
あ
る

関
係
が
で
き
つ
つ
あ
る
。 

 

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
も
三
年
前
か

ら
人
文
社
会
科
学
部
教
員
と
共
に
「
森
林
鉄

道
と
暮
ら
し
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
地
域
の

人
々
の
「
記
憶
」
を
「
記
録
」
す
る
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
進
め
て
い
る
。
地
域
団
体
の

協
力
を
得
て
リ
ス
ト
化
し
た
約
六
〇
名
は
、

最
年
長
一
〇
二
歳
か
ら
最
年
少
七
一
歳
ま
で

い
ず
れ
も
中
芸
地
域
で
生
ま
れ
、
暮
ら
し
て

き
た
人
々
だ
。
約
二
時
間
に
わ
た
り
ビ
デ
オ

カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
家
族
の
こ
と
、
仕
事
の

こ
と
、
趣
味
や
思
い
出
話
な
ど
限
ら
れ
た
時

間
の
中
で
そ
の
方
の
「
記
憶
」
を
言
葉
に
し

て
い
た
だ
く
。
聞
き
取
り
を
は
じ
め
て
か
ら

し
ば
ら
く
す
る
と
表
情
が
緩
み
、
二
時
間
話

題
が
尽
き
る
こ
と
は
無
い
。 

 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
進
め
る
中
で
感
じ

る
こ
と
は
、
ど
の
方
も
個
人
個
人
の
「
つ
な

が
り
」
を
良
く
覚
え
て
お
り
、
そ
の
「
つ
な

が
り
」
を
今
で
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と

だ
。
時
間
を
か
け
て
暮
ら
し
の
中
で
築
い
て

き
た
人
と
人
の
つ
な
が
り
は
と
て
も
強
固
で
、

ま
っ
た
く
色
あ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
地
元
の

人
の「
記
憶
」か
ら
見
え
て
く
る
地
域
の
姿
、 

図2 「森林鉄道と暮らし」のフィールドワーク． 
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そ
こ
に
は
一
人
ひ
と
り
の
表
情
が
は
っ
き
り

と
あ
り
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て 

地
域
が
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
で

き
る
。 

 

筆
者
ら
が「
映
像
」に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、

地
域
の
方
の
「
記
憶
」
を
次
の
世
代
に
直
接

語
る
仕
組
み
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
た
か
ら

だ
。
地
域
の
方
が
直
接
語
る
「
映
像
」
に
は
、

文
字
や
写
真
に
は
な
い
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
化
な
ど
活

用
の
汎
用
性
も
ひ
ろ
が
る
。
一
方
、
懸
念
す

る
こ
と
も
あ
る
。
長
い
人
生
か
ら
み
た
ら
、

こ
の
わ
ず
か
二
時
間
の「
映
像
」だ
け
で
は
、

地
域
で
ど
う
生
き
て
き
た
の
か
、
記
憶
の
背

景
に
あ
る
人
間
関
係
や
生
き
方
が
不
用
意
に
、

い
や
意
図
し
な
い
ま
ま
切
り
取
ら
れ
て
し
ま

う
怖
さ
も
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で

も「
映
像
」の
持
つ
資
料
的
価
値
は
今
日
的
、

い
や
未
来
へ
の
希
望
で
あ
ろ
う
。
一
〇
〇
年 
図3 学生と魚梁瀬森林鉄道を散策． 
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後
の
「
私
達
」
に
残
せ
る
も
の
。
一
〇
〇
年

後
の「
私
達
」が
さ
ら
に
紡
い
で
い
く
歴
史
。

な
ぜ
、
一
〇
〇
年
な
の
か
。
地
域
は
こ
れ
ま

で
も
何
百
年
も
歴
史
を
刻
ん
で
い
る
。
確
実

に
一
〇
〇
年
前
も
、二
〇
〇
年
前
も
、「
私
達
」

が
い
た
。そ
し
て
そ
の
歴
史
は
脈
々
と
流
れ
、

人
々
の
中
に
継
が
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が

「
文
化
」
な
の
だ
と
思
う
。
話
を
聞
く
中
で

一
〇
〇
年
と
い
う
単
位
は
地
域
で
は
決
し
て

長
く
な
い
と
思
え
る
。
筆
者
は
そ
れ
を
強
く

意
識
し
な
が
ら
聞
き
取
り
を
進
め
て
い
る
。 

 
加
え
て
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
を
地
域
に
還
元
す
る
取

り
組
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
三

月
、
安
田
町
中
山
地
区
で
開
催
し
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
は
、
地
域
内
外
か
ら
お
よ
そ
一
四

〇
名
の
方
に
来
場
い
た
だ
い
た
。
パ
ネ
ル
展

示
や
研
究
報
告
は
、
地
域
の
方
に
向
け
て
わ

か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
を
心
が
け
た
。
ま

た
、
同
年
一
〇
月
か
ら
二
ヶ
月
間
、
高
知
市

内
で
「
高
知
の
森
林
鉄
道
∞
」
展
示
会
を
開

催
し
、多
く
の
来
場
者
で
会
場
は
賑
わ
っ
た
。

森
林
鉄
道
と
共
に
あ
っ
た
人
々
の
暮
ら
し
を

見
つ
め
直
す
キ
ッ
カ
ケ
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。 

 

さ
ら
に
中
芸
地
域
の
歴
史
・
文
化
や
自
然

を
次
世
代
が
受
け
継
ぎ
、
地
域
外
に
発
信
す

る
取
り
組
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。
二
〇
一
六

年
八
月
、「
魚
梁
瀬
森
林
鉄
道
」
日
本
遺
産
推

進
協
議
会
が
中
芸
五
町
村
連
携
で
立
ち
上
が

っ
た
。
林
業
か
ら
ゆ
ず
産
業
に
変
化
し
た
中

芸
地
域
の
人
々
の
営
み
を
「
森
林
鉄
道
か
ら

日
本
一
の
ゆ
ず
ロ
ー
ド
へ
」
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
で
紡
ぎ
、
日
本
遺
産
認
定
を
目
指
し
て

い
る
。
筆
者
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
部
会
の
部
会

長
と
し
て
人
文
社
会
科
学
部
教
員
ら
と
共
に

協
議
会
に
参
画
し
て
い
る
。 

 

中
芸
地
域
で
の
こ
れ
ま
で
の
三
年
間
を
振 

図4 地域で開催したシンポジウム． 
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り
返
る
と
、
ワ
ン
デ
イ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ス

ツ
ア
ー
の
よ
う
な
大
学
（
学
生
・
教
員
）
と

顔
の
見
え
る
関
係
が
構
築
さ
れ
て
き
た
上
に
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
調
査
研
究
が

実
践
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
大
学
と
地
域
の
方

が
地
域
の
価
値
を
再
発
見
す
る
中
で
日
本
遺

産
推
進
協
議
会
の
立
ち
上
げ
の
よ
う
な
自
発

的
な
取
り
組
み
に
つ
な
が
っ
た
。
研
究
者
個

人
の
取
り
組
み
だ
け
で
は
限
界
が
有
り
、
大

学
と
地
域
の
方
が
協
働
で
地
域
課
題
の
解
決

に
取
り
組
む
プ
ロ
セ
ス
に
携
わ
る
こ
と
が
で

き
る
の
も
、
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役

割
で
あ
り
醍
醐
味
だ
と
感
じ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
連
携
が
進
む
中
、
二
〇
一
六
年

一
〇
月
、
少
し
残
念
な
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込

ん
で
き
た
。
平
成
二
七
年
度
国
勢
調
査
の
速

報
値
だ
。
中
芸
五
町
村
の
総
人
口
は
一
万
七

七
一
人
（
二
〇
一
〇
年
比
マ
イ
ナ
ス
一
〇
五

五
人
）、
減
少
率
は
マ
イ
ナ
ス
九
・
九
％
（
最 

図5 日本遺産推進協議会での住民ワークショップ． 
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大
マ
イ
ナ
ス
一
八
・
九
％
、
最
小
マ
イ
ナ
ス

五
・
三
％
）
と
い
う
数
値
が
は
じ
き
だ
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
産
業
振
興
や
移
住
対
策
も
成

果
を
挙
げ
る
に
は
当
分
時
間
が
か
か
り
そ
う

だ
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。 

 

一
〇
〇
年
と
前
述
し
た
が
、直
近
の
五
年
、

一
〇
年
先
の
地
域
の
姿
は
ど
う
な
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
地
域
の
「
記
憶
」
を
受
け
止
め

て
、
さ
ら
に
次
世
代
に
受
け
継
い
で
い
く
人

は
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
駆
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
自
分
は
地
域
の
散
髪
屋
に
な
っ

て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
域
の
方
一
人
ひ
と

り
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
、
地
域
と
大

学
が
共
に
成
長
し
、
大
げ
さ
で
な
く
一
〇
〇

年
後
の
私
達
へ
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
る
地
域

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
り
続
け
た
い
。 

 

図6 学生団体と地域づくりの打ち合わせ（著者左から 2 番目）． 


