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京
都
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
・
教
授

講
演
「
日
本
の
森
林
は
今
」

京都大学フィールド科学教育研究センタ

ー森林生物圏部門森林資源管理学分

野教授。京都大学において､北海道､和

歌山､芦生研究林等に勤務して､明るく

豊かな人工林つくりをめざしてきた｡近年

の管理不足から劣化の著しい人工林､二

次林を対象とし､人工林の密度管理､針

広混交林への誘導や広葉樹林の造成な

ど､森林資源の持続的な管理理論と管理

技術の開発研究を行っている。

今
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当
日
同
時
開
催
さ
れ
た
パ
ネ
ル
展

「
フ
ィ
ー
ル
ド
研
の
施
設
及
び
活
動
紹
介
」

－
ふ
μ
ｙ
ａ
ｌ
Ｍ

　

田
中
セ
ン
タ
ー
長
の
あ
い
さ
つ
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
二
十
世
紀
、
私
た
ち
人
類
は
目
先

の
経
済
性
で
あ
る
と
か
利
便
性
を
あ
ま
り
に
も
優
先
し
過
ぎ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
つ
な
が
り
」
を

意
識
的
、
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
分
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
循
環
の
シ
ス
テ
ム
を
破

壊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
二
十
世
紀
の
終
わ
り
に
、
深
刻
な
地
球
環
境
問
題

を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

わ
が
国
は
、
国
土
の
三
分
の
二
を
森
が
占
め
て
い
て
、
そ
の
森
に
涵
養
さ
れ
る
河
川
、
二
万
本
以

上
に
も
上
る
河
川
が
周
囲
の
海
に
注
ぎ
、
し
か
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
よ
り
も
長
い
海
岸
線
を

持
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
で
、
と
言
い

ま
す
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
日
本
だ
か
ら
こ
そ
、
今
、
「
森
里
海
連
環
学
」
を
作
り
出
し
て
世
界

の
環
境
問
題
に
少
し
で
も
寄
与
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
目
標
に
設
立
し
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
三
年
に
、
先
ほ
ど
お
話
し
い
た
だ
い
た
尾
池
先
生
と
か
、
あ
る
い
は
今
日
も
こ
の
場
に

来
て
く
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
在
農
学
部
農
学
研
究
科
・
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
の
事
務
部
長
を
務
め
て
く
れ
て
い
ま
す
山
田
さ
ん
た
ち
多
く
の
教
職
員
の
支
援
の
下
に
、

も
う
一
度
、
二
十
一
世
紀
の
「
つ
な
が
り
」
、
生
態
系
と
生
態
系
と
か
、
あ
る
い
は
物
質
循
環
と
い
っ

た
「
つ
な
が
り
」
を
取
り
戻
す
学
問
を
作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
設
立
し
て
現
在
に
至
っ
て

い
ま
す
。
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日本の森林（約乙引Ｏ万h示

　

仁司∩丿ノ:∩≒ヶ≒⊇

　　

征ﾌﾞZ.本川り丿

図

lにで刎j!

　
　
　
　
　
　
　
　

チ

　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ
つ

Ｉ
－
－
－
I
I
I
I
I
I
j
J
・
－
‐
－

｀

　
　
　
　
　
　

。
－
／
／
”
’
し

Ｑ
Ｊ
～
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　

／
Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｐ

　
　
　
　
　
　
　
　

斗

　
　
　
　
　
　
　

‐
‐
－
・
‐

　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ
－

　
　
　
　
　
　
　
　

工

ｈｇｙ'ｉ･ｔこ･l j.りド.………翌皿.'ト'･."･i'･I‘=l."';

　

”““

　　　　　

･j－II

　

ま
だ
生
ま
れ
て
三
年
余
り
、
四
年
弱
し
か
た
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
こ
と
が
で

き
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
本
日
二
階
の
国
際
ホ
ー
ル
で
、
一
応
私
た
ち
が
何

を
や
っ
て
き
た
か
と
い
う
の
を
パ
ネ
ル
に
し
て
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
対
話
集
会
終
了
後
も
、

三
十
分
あ
ま
り
の
短
い
時
間
で
す
け
れ
ど
も
、
パ
ネ
ル
展
示
は
そ
の
ま
ま
続
け
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

森
里
海
の
連
関
を
取
り
戻
す
に
は
、

ま
ず
、
森
林
の
保
全
が
不
可
欠
。

　

今
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
国
土
の
三
分
の
二
、
六
十
七
％
を
占
め
る
森
林
が
、
下
流
で
あ
る

河
川
と
か
沿
岸
海
洋
に
与
え
る
影
響
と
い
う
の
は
、
極
め
て
大
き
い
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
そ
の

た
め
、
森
里
海
の
連
環
を
取
り
戻
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
再
生
し
て
い
く
に
は
森
林
の
保
全
が
ま

ず
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
、
最
低
の
必
要
条
件
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
十
分
条
件

に
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
先
程
か
ら
も
何
度
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
里
の
あ
り
さ
ま
、

私
た
ち
人
間
の
あ
り
さ
ま
の
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

｢日本の森林は今｣典之竹内ZS
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日本の天然林(約九SSS万ha)

　　　　　　　　　

日本の森林面積の約ss％

　　　　　

二次林
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今
、
日
本
の
森
林
は
約
二
千
五
百
十
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
り
ま
す
。
全
国
土
が
三
千
七
百
七
十

万
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
で
す
か
ら
、
だ
い
た
い
三
分
の
二
に
当
た
り
ま
す
。
そ
の
森
林
の
内
訳
は
、
図

①
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
、
こ
れ
ら
の
森
林
全
域
で
大
き
な
問
題
が
い
く
つ
か
生
じ
て
い
ま

す
。
一
つ
は
シ
カ
の
食
害
問
題
で
す
。
こ
れ
は
天
然
林
、
人
工
林
を
問
わ
ず
、
日
本
全
国
で
今
ど
ん

ど
ん
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
天
然
林
の
中
身
を
見
ま
す
と
、
自
然
林
あ
る
い
は
自
然
林
に
近
い
二
次
林
で
、
約
半
分

以
上
を
占
め
て
い
ま
す
（
図
②
）
。
さ
ら
に
、
か
な
り
自
然
度
の
低
い
二
次
林
が
天
然
林
の
う
ち
の

四
十
四
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
今
、
こ
れ
ら
天
然
林
で
猛
威
を
振
る
い
つ
つ
あ
る
の
が
ナ
ラ
枯
れ
で

す
。
ブ
ナ
科
の
樹
木
が
、
カ
ジ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん
蚕
食
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
マ
ツ
枯
れ
で
す
。
二
次
林
を
中
心
に
し
て
相
変
わ
ら
ず
猛
威
を
振
る
っ
て
い
ま
す

し
、
特
に
今
年
は
大
発
生
の
年
に
当
た
っ
た
の
か
、
京
都
周
辺
で
も
ア
カ
マ
ツ
の
マ
ツ
枯
れ
が
一
段

と
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
森
林
の
四
十
一
％
を
占
め
て
い
る
人
工
林
の
問

題
に
つ
い
て
、
少
し
お
話
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

図
③
は
林
野
庁
が
編
集
し
て
い
ま
す
森
林
・
林
業
統
計
要
覧
の
二
〇
〇
六
年
度
版
か
ら
作
っ

た
現
在
の
齢
級
別
の
人
工
林
面
積
を
示
し
た
も
の
で
す
。
横
軸
は
齢
級
で
す
。
二
齢
級
と
い
う

ZG
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図す

　

人工林齢級別面積写真①

　

手入れ不足のスギ人工林

り

の
は
植
え
て
か
ら
六
年
か
ら
十
年
の
林
の
こ
と
で
す
。
五
十
年
生
と
い
う
の
が
矢
印
で
示
し
て
あ

る
部
分
で
す
。
も
と
も
と
こ
れ
ら
の
林
は
五
十
年
ぐ
ら
い
、
あ
る
い
は
四
十
年
と
か
四
十
五
年
ぐ

ら
い
で
伐
採
し
て
、
回
転
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
植
え
ら
れ
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
近
年

の
林
業
の
不
振
か
ら
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。

子
孫
か
ら
土
地
を
借
り
て
、
管
理
を
ま
か
さ
れ
て
い
る
林
。

そ
れ
が
、
人
工
林
。

　

人
工
林
っ
て
何
だ
ろ
う
と
い
う
の
を
も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
人
工
林
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
子
孫
か
ら
土
地
を
借
り
て
、
そ
こ
に
「
最
後
ま
で
面
倒

を
見
ま
す
よ
」
と
い
う
契
約
の
下
に
作
り
上
げ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
今
、

途
中
で
ど
ん
ど
ん
管
理
放
棄
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
今
の
日
本
の
人
工
林
な
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

写
真
①
を
撮
っ
た
の
は
、
夜
で
も
夕
方
で
も
朝
早
く
で
も
な
い
の
で
す
。
す
ご
く
好
天
の
、
日
中

に
撮
っ
た
写
真
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
暗
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
林
な
ん
で
す
ね
。

｢日本の森林は今｣典之竹内『
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写真④手入れ不足のヒノキ人工林

　

写真③手入れ不足のヒノキ人工林

　

写真②手入れ不足のスギ人工林

　

写
真
②
は
、
す
で
に
四
十
年
生
前
後
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
平
均
直
径
が
わ
ず
か

十
二
三
セ
ン
チ
の
林
で
す
。
写
真
③
も
同
じ
く
、
四
十
年
生
ぐ
ら
い
の
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
で
す
。

間
伐
を
し
な
い
で
放
っ
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
林
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
林
は
、
そ
れ
ほ
ど
数
は
な
い
と
思
い
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ

も
道
端
で
見
か
け
た
林
で
す
。

　

日
本
の
人
工
林
は
、
五
十
年
生
に
ど
ん
ど
ん
達
し
て
き
て
い
る
の
で
、
使
い
ご
ろ
に
な
っ
て
い
る
と

言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
林
も
含
ま
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
す
。

　

今
、
お
見
せ
し
た
三
枚
の
写
真
は
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
く
、
こ
の
よ
う
な
林
は
そ
う
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
け
れ
ど
も
現
在
、
一
般
的
な
日
本
の
人
工
林
が
陥
っ
て
い
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
何
枚
か
お

見
せ
す
る
写
真
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
写
真
④
も
や
は
り
四
十
数
年
生
ぐ
ら
い
の
ヒ
ノ
キ
の
人

工
林
で
す
。
ど
ん
ど
ん
根
元
の
土
が
洗
わ
れ
て
、
根
が
徐
々
に
露
出
し
出
し
て
い
ま
す
。

　

写
真
⑤
は
三
十
年
生
の
ス
ギ
人
工
林
で
す
。
こ
れ
は
、
実
は
日
本
の
林
業
の
メ
ッ
カ
と
言
わ
れ

て
い
る
吉
野
で
撮
っ
た
写
真
な
ん
で
す
が
、
吉
野
で
す
ら
こ
れ
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
三

十
年
生
の
段
階
で
す
と
、
も
う
す
で
に
、
従
来
、
吉
野
で
管
理
し
て
き
た
本
数
の
倍
以
上
の
本
数

が
残
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
写
真
⑥
は
も
う
少
し
進
ん
で
、
四
十
年
生
の
段
階
の
林
で
す
。
や
は
り
、
下
層
に
は

ZS

　　　　　　　

ｉ

・。

む

　

溜

ｊ

　　　　　　

。

　　　

｀

　

’

　　

ｉ

　

♂

　　　

卜

　　　

’

　　　

･““

　　　

iS

　

一丁

　

｝

　　

’“ｉ

　　

’｀

ｉｋ溥ｌ

　

ｊ

　　

Ｋ

　

゛’

　　

．

　　

ｌ

　　

ｊ

　　

･

ｉ
’;-ｉ｡’,’゛”゛　！．Ｋ’･。駝

　　　　

●~

　

た

　

‥‥‥，-=

……l

i

ﾕ……Ｓ

　

ｉ

　　　　

･

　

ｌ
綴;…………･“s

,l,l

U lj

'lj
ﾚ､｀･j……!

i

……

゛゛

allll

i

　　　

泡



足のスギ人工林

　

写真⑤

　

手入れ不足のスギ人工林

ｉ
Ｔ
に
い
匪
は
し

Ｉ
ｌ
ｉ
’
ｌ
ｌ
ｌ
‘
：

写真⑦手入れ不足のヒノキ人工林

　

写真⑥

|か噛－↑ｉｉｈ懸コtみIS;ト

全
く
植
生
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
林
が
今
、
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
ま
す
。

　

写
真
⑦
は
、
四
十
数
年
生
の
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
で
す
。
こ
れ
な
ん
か
は
、
恐
ら
く
六
メ
ー
ト
ル
以

上
ま
で
、
枝
打
ち
を
し
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
林
で
す
。

　

と
い
っ
た
ふ
う
に
、
今
、
ど
ん
ど
ん
無
間
伐
の
林
が
増
え
て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

樹
冠
を
確
保
で
き
る
空
間
を
つ
く
る
、

そ
れ
が
、
間
伐
の
一
番
大
き
な
目
的
。

　

も
う
一
度
、
「
問
伐
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
間
伐

と
い
う
の
は
、
人
間
が
極
め
て
耐
陰
性
の
強
い
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
を
一
斉
に
植
え
て
、
そ
れ
を
管
理
し
て

い
く
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
だ
と
思
い
ま
す
。
間
引
き
を
し
て
、
一
本
一
本
の
木
に
生

き
生
き
と
成
長
で
き
る
太
陽
光
と
空
間
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
林
そ
の
も
の
を
健
全
な
状

態
に
保
ち
な
が
ら
、
生
産
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
な
ん
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
間
伐
す
る
か
ら
に
は
当
然
、
最
終
的
に
ど
ん
な
林
に
も
っ
て
行
く
ん
だ
と
い
う
目

「日本の森林は今」典之竹内Zg

W
とヤＦ

゛ｌ ゛
’，ｽﾞ

’

　

；

　

．．Ｓｊ

　　

|!

　

・

　

り‘

　　

ｆ””ヽ”’゛グ’J｀叫

゛範胚……゛

　　　　

‘･

　

，！

　　　　

：

ヽ-?．．

　

；

　　　　　　　　　　

ｊ

甕
厦

垢ｉ思哩融j

‥‥‥，..昏rＳ;だ?iljl,ｊＥｋ・

　

腿

i

，

jぐｌﾌﾞ｜?

…

……
。ﾚ

｀しJ’｀’,･,･:V.‘，　j.

……!‘･･

　　

ｔ‘｀，

χ

，゛

’EI忖･。／;’，’

。かよ

　

；
Ｕ

－

　

|,jy
，。’

　

j
’言’゛ｚ匈祠ｌ

認

　

Ｕ”臨i唸｀^’



写真⑧写真⑨
写真⑩

りＱＪＦｅぐこ戈。i.∧ｔトＭ謡Ｓ諭－

間伐とは間引きしてヽ一本一本の木にヽ生き生きと成長できる太陽光と空間を与える

　　　

ことにより､林を健全な状態に保ちつつ生産目標を達成するための手段。

標
が
な
い
限
り
、
間
伐
と
い
う
の
は
意
味
を
な
し
て
こ
な
い
し
、
下
手
を
す
る
と
間
伐
そ
の
も
の

が
間
伐
の
目
的
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

き
ち
ん
と
間
伐
す
れ
ば
、
写
真
⑧
が
現
在
五
十
年
生
の
ス
ギ
人
工
林
で
、
写
真
⑨
が
現
在
四

十
年
生
の
ヒ
ノ
キ
人
工
林
で
、
先
程
か
ら
お
見
せ
し
て
い
る
人
工
林
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
年
齢

で
す
。
こ
う
い
う
林
を
作
れ
る
だ
け
の
技
術
は
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
と
も
に
五
百
年
ほ
ど
の
歴
史
の
中

で
培
っ
て
き
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
で
い
る
の
が
現
在
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
う

い
う
林
に
も
っ
て
い
け
れ
ば
、
あ
と
は
大
丈
夫
で
す
。
写
真
⑩
は
、
現
在
百
年
生
の
ヒ
ノ
キ
人
工

林
、
写
真
⑨
も
同
じ
く
百
年
生
強
の
、
左
の
方
に
あ
る
の
は
ヒ
ノ
キ
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
と
は
ス
ギ

の
人
工
林
で
大
特
に
こ
の
林
な
ん
か
は
、
梅
雨
時
に
行
き
ま
す
と
下
が
ほ
と
ん
ど
コ
ア
ジ
サ
イ

で
、
す
ご
く
い
い
香
り
が
し
て
美
し
い
林
に
変
わ
り
ま
す
。
写
真
⑩
は
、
今
、
百
十
年
生
ぐ
ら
い
の

ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
で
す
。
こ
う
い
う
林
に
も
っ
て
い
く
こ
と
も
可
能
に
は
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
今
、
方
針
と
し
て
出
て
い
る
の
は
長
伐
期
だ
と
、
要
す
る
に
短
伐
期
で
は
採
算
が
取

れ
な
い
か
ら
長
伐
期
に
す
る
の
だ
と
い
う
話
が
ど
ん
ど
ん
先
行
し
て
い
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
本

当
に
長
伐
期
で
「
何
を
」
作
る
の
か
。
例
え
ば
、
超
長
伐
期
で
こ
う
い
っ
た
平
均
直
径
四
十
五
セ
ン

チ
か
ら
五
十
セ
ン
チ
の
ヒ
ノ
キ
を
作
る
ん
だ
と
か
い
う
目
標
設
定
を
、
も
う
一
度
今
、
作
り
直
す

必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
が
、
日
本
の
人
工
林
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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写真⑩写真⑩

!ヤ尹

写真⑩

　

写
真
⑩
は
、
百
年
生
の
ス
ギ
の
樹
冠
を
撮
っ
た
も
の
で
す
。
先
程
、
間
伐
を
し
て
一
本
一
本
に
十

分
な
光
と
成
長
で
き
る
空
間
を
与
え
る
の
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
要
す
る
に
、
こ
う
い
っ
た
樹
冠

を
確
保
で
き
る
だ
け
の
空
間
を
確
保
し
て
い
っ
て
や
る
と
い
う
の
が
、
間
伐
の
一
番
大
き
な
目
的

な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

持
続
可
能
な
人
工
林
施
業
を

吉
野
の
先
人
に
学
ぶ
。

　

写
真
図
は
、
恐
ら
く
現
在
、
日
本
で
施
業
林
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
最
も
古
い
人
工
林
の
一
つ

だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
現
在
二
百
五
十
年
生
の
ス
ギ
人
工
林
で
す
。
私
、
よ
く
学
生
を
連

れ
て
こ
の
林
に
行
く
の
で
す
が
、
「
人
工
林
な
ん
て
」
と
言
っ
て
批
判
し
て
い
る
学
生
た
ち
が
こ
の

林
に
行
く
と
、
一
本
一
本
抱
き
つ
い
て
サ
イ
ズ
を
測
り
に
い
き
ま
す
。
こ
の
林
は
や
は
り
、
林
と
人
間

の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
、
極
め
て
す
ば
ら
し
い
人
工
林
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
い
っ
た
い
ど
れ
く
ら
い
の
林
だ
っ
た
ら
、
今
、
救
え
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
は
ど

の
吉
野
で
見
た
写
真
⑤
の
三
十
年
生
の
人
工
林
で
、
で
き
れ
ば
二
十
年
後
の
五
十
年
の
段
階
で
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写真⑩
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図④

　

密度管理

林齢掻年

　　　　

S,aOO本／ha

　　

aO年

　　　　

a,iaa

　　

Zｱ年

　　　　

i､Sig

　　

S々年

　　　　

i,Oae

　　

劇年

　　　　　

ｱgG

　　

SO年

　　　　　

GaS

　　

GO年

　　　　　

斗叫

　　

ｱO年

　　　　　

SgS

基準

林齢SO年でa,SgO本／ha→林齢副年生での間伐でSOO本／haへ

　　　　　　　　　　　　　　

林齢SO年生での間伐でGZS本／haで

　　　　　　　　　　　　　　

平均直径Socmを目標に間伐計画を作成

は
写
真
⑧
の
よ
う
な
林
に
移
行
さ
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
設
定
し
ま
し
て
、
間
伐
試
験
を

し
て
み
ま
し
た
。
基
準
と
し
て
考
え
た
の
が
、
林
齢
十
四
年
、
二
十
年
、
二
十
七
年
、
三
十
四
年
、

四
十
一
年
、
五
十
年
、
六
十
年
、
七
十
年
で
間
伐
を
し
て
、
間
伐
後
の
本
数
を
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
た

ら
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
（
図
④
）
。

　

実
は
私
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
に
か
か
わ
り
出
し
た
の
が
一
九
八
二
年
な
ん
で
す
。
そ
れ
以

前
、
北
海
道
に
勤
務
し
て
い
た
私
か
京
都
に
帰
る
と
同
時
に
、
和
歌
山
研
究
林
と
、
歴
代
の
総
長

が
理
事
長
を
な
さ
っ
て
い
る
阪
本
奨
学
会
と
い
う
財
団
が
吉
野
の
東
吉
野
村
に
所
有
し
て
い
ま

す
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
ぐ
ら
い
の
森
林
、
そ
の
両
方
の
人
工
林
を
何
と
か
し
ろ
と
、
私
の
先
生
で
あ
っ
た

佐
々
木
先
生
に
命
じ
ら
れ
て
手
を
付
け
出
し
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
東
吉
野
村
で
蛭
忠
一
（
ア

リ
ヅ
カ
タ
ダ
カ
ズ
）
さ
ん
と
い
う
先
人
、
さ
ら
に
吉
野
の
川
上
村
で
は
前
田
剛
（
マ
エ
ダ
ツ
ヨ
シ
）
さ
ん

と
い
う
先
人
、
こ
の
お
二
人
に
出
会
い
ま
し
た
。
そ
の
お
二
人
が
今
ま
で
育
て
て
こ
ら
れ
た
林
を
見

せ
て
も
ら
う
中
か
ら
、
彼
等
は
別
に
環
境
ど
う
の
こ
う
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
は
思
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
大
体
こ
れ
く
ら
い
で
扱
っ
て
い
け
ば
、
持
続
可
能
な
人
工
林
施
業
が
や
っ
て
い
け

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
彼
等
が
考
え
て
い
た
も
の
を
数
値
化
し
た
も
の
が
並
ん
で
い
ま
す
。

　

先
程
の
林
は
林
齢
三
十
年
で
、
現
実
に
は
二
千
五
百
九
十
本
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
表
で
見
ま

す
と
、
三
十
年
で
い
き
ま
す
と
千
二
百
本
か
ら
千
三
百
本
ぐ
ら
い
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
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直径分布(スキ人工林)図･S

林齢斗O年林齢S〇年梢齢舅年
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ど
も
、
す
で
に
倍
く
ら
い
の
木
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
林
を
、
林
齢
四
十
一
年
の
間
伐
で
八
百

本
ぐ
ら
い
ま
で
に
落
と
し
て
、
林
齢
五
十
年
の
間
伐
で
六
百
二
十
五
本
、
し
か
も
平
均
直
径
を

三
十
セ
ン
チ
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
に
間
伐
計
画
を
立
て
ま
し
た
。

　

図
⑤
は
、
実
際
に
間
伐
を
し
た
時
の
直
径
分
布
図
で
す
。
実
際
に
一
気
に
落
と
し
て
そ
の
密

度
に
持
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
右
か
ら
二
つ
目
の
グ
ラ
フ
に
示
し
て
い
る
よ
う
な
か
た
ち
に
な
り
ま

す
。
一
気
に
こ
こ
ま
で
落
と
し
て
し
ま
お
う
と
思
い
ま
す
と
、
本
数
で
五
十
五
％
、
材
積
で
四
十
一

％
落
と
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ど
う
考
え
て
み
て
も
、
あ
ま
り
に
も
危
険
で
あ
る
。
吉
野
の
場

合
、
特
に
東
吉
野
の
場
合
は
、
海
抜
も
高
く
て
春
先
に
雪
が
降
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
雪
害
対

策
と
い
う
の
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
と
て
も
そ
こ
ま
で
は
落
と
せ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
、
左
側
二
つ
の
間
伐
計
画
の
も
と
に
動
か
し
て
み
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
林
齢
三
十
年
の
段
階
で
、
本
数
で
三
十
七
％
、
約
三
分
の
一
を
間
伐
し
て
、
材
積
で
は
二

十
四
％
、
四
分
の
一
に
落
と
し
て
み
て
、
三
十
四
年
生
で
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
間
伐
を
し
て
や
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

Ａ
の
部
分
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
林
齢
六
十
年
の
段
階
で
残
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
五
百
本

を
、
ま
ず
林
内
か
ら
選
ん
で
み
ま
し
た
。
五
百
本
で
す
か
ら
四
・
五
メ
ー
ト
ル
に
一
本
残
す
と
い
う

こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
均
一
に
な
る
よ
う
に
選
木
し
て
、
そ
れ
を
Ａ
の
木
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
林

｢日本の森林は今｣典之竹内SS
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平均直径成長量

ら

Ｓ

図骨

　

肘

ｄ

　

Ｂ

同
率
裕
吻

;?
回

瑕

斗

Ｓ・ら

経過年数

斗Ｓ
ｊ・ｇａ・ぺｊ・ａ

Ｏ

齢
三
十
年
で
の
間
伐
木
以
外
を
Ｂ
の
木
、
要
す
る
に
残
存
木
と
し
て
Ｂ
の
木
と
い
う
の
を
選
定

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
直
径
成
長
が
ど
う
変
わ
る
か
と
い
う
の
を
見
て
み
ま
し
た
。

　

図
⑥
は
、
間
伐
後
の
直
径
成
長
の
変
化
を
示
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
三
十
年
生
で
間
伐

し
て
、
間
伐
後
一
、
二
年
は
Ａ
の
木
で
大
体
、
直
径
で
三
ミ
リ
強
、
Ｂ
の
木
で
ニ
ミ
リ
強
の
成
長
だ
っ

た
の
が
、
三
、
四
年
目
に
な
る
と
Ａ
の
木
で
は
、
ほ
ぼ
五
ミ
リ
ぐ
ら
い
ま
で
回
復
し
て
、
Ｂ
の
木
で
は

三
主
ミ
リ
強
ま
で
回
復
し
ま
し
た
。

　

ほ
ぼ
こ
れ
で
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
林
齢
三
十
四
年
で
二
度
目
の
間
伐
を
再
度
行
い

ま
し
た
。
そ
の
二
度
目
の
間
伐
は
、
図
⑤
の
左
か
ら
二
つ
目
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
本
数
で
も
う
一

度
二
十
八
％
、
材
積
で
二
十
一
％
の
間
伐
を
し
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
Ａ
の
木
は
そ
の
ま
ま
大

体
年
間
五
ミ
リ
ぐ
ら
い
の
直
径
成
長
を
保
っ
て
十
年
た
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
来
年
の
秋
く

ら
い
に
四
十
一
年
生
で
も
う
一
度
間
伐
を
し
て
や
れ
ば
、
写
真
⑧
の
よ
う
な
林
に
ほ
ぼ
移
行
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
め
ど
が
立
っ
て
き
ま
し
た
。

討

BO年生で間伐

　　　　　　

腸年生で間伐

　　　

直径成長.減少へ

　　　　　　　　　　　　　　

Ｂ

　　　　

Ａ

　　　

ヾ
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間
伐
遅
れ
の
人
工
林
を
ど
う
す
る
か
。

そ
れ
に
は
ま
ず
、
地
域
住
民
の
チ
ェ
ッ
ク
と
支
援
が
大
事
。

　

今
、
間
伐
遅
れ
の
林
分
を
ど
う
す
る
、
ど
こ
へ
持
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
の
が
す
ご
く
問
題
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
正
直
言
い
ま
し
て
、
写
真
②
③
④
の
よ
う
な
林
は
恐
ら
く
も
う
、
樹
冠
、
先
程

お
見
せ
し
た
よ
う
に
幹
の
先
に
は
枝
と
緑
の
葉
が
付
い
た
樹
冠
が
全
体
の
樹
高
の
恐
ら
く
六
分

の
一
と
か
七
分
の
Ｉ
ま
で
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
林
を
今
、
急
激
に
開
放
（
間
伐
）
し
て
や

れ
ば
何
か
起
こ
る
か
。
残
っ
た
木
は
、
恐
ら
く
直
射
日
光
を
受
け
て
、
呼
吸
量
が
増
加
し
ま
す
。

今
、
こ
れ
ら
の
木
が
ど
う
い
う
状
態
に
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
死
ん
で
は
い
な
い
が
、
家
計
で
言

え
ば
収
入
と
支
出
が
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
の
状
態
の
よ
う
な
木
ば
か
り
、
そ
ん
な
木
が
集
ま
っ
た

林
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
収
入
と
支
出
が
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
で
す
か
ら
、
新
た
な
根
を
ど

ん
ど
ん
張
っ
た
り
、
あ
る
い
は
葉
っ
ぱ
を
増
や
し
た
り
す
る
ほ
う
に
か
け
る
だ
け
の
家
計
に
余
裕

が
な
い
と
い
う
状
態
で
す
。
で
す
か
ら
、
支
出
（
呼
吸
量
）
が
増
え
た
分
だ
け
家
計
が
マ
イ
ナ
ス
に

な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
枯
死
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
こ
ま
で
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
林
に
関
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
正
直
言
っ
て
、
も
う

助
け
る
余
地
が
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
比
較
的
若
い
林
な
ら
ば
、
今
か
ら
で

｢日本の森林は今｣典之竹内SS



も
ま
だ
間
に
合
う
か
な
と
い
う
ふ
う
に
は
思
い
ま
す
が
…
。

　

最
初
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
人
工
林
と
い
う
の
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
子
孫
か
ら
大
地
を

借
り
て
、
そ
こ
に
ま
っ
た
く
反
自
然
な
林
を
作
っ
た
。
反
自
然
な
林
を
作
っ
た
以
上
、
最
後
ま
で
管

理
す
る
と
い
う
暗
黙
の
契
約
を
結
ん
で
手
を
付
け
た
の
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
負
の
遺
産
を
子
孫
に
残
す
の
で
は
な
く
て
、
今
、
私
た
ち
の
世
代
で
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と

整
備
し
て
、
子
孫
に
引
き
継
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
何
か
必
要
か
と
い
う
と
、
間
伐
な
ん
で
す
。
次
に
話
を
し
て
く
だ
さ
る
山
田
さ

ん
た
ち
が
、
そ
の
た
め
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
一
生
懸
命
考
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
実
の
と
こ
ろ
、
市
民
が
き
ち
ん
と
監
視
を
す
る
、
あ
る
い
は
流
域
の
人
た
ち
が
自
分
た

ち
の
培
っ
て
き
た
文
化
を
通
し
て
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
ど
ん
な
に
い
い
シ

ス
テ
ム
も
世
の
中
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
下
手
を
す
る
と
、
か

え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
遺
産
を
さ
ら
に
大
き
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
や

は
り
、
市
民
が
少
し
で
も
賢
明
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
地
域
の
住
民
が
自
分
た
ち
の
文
化
を
も
う

一
度
押
さ
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
チ
ェ
ッ
ク
を
掛
け
る
と
同
時
に
支
援
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
な
と
い

う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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