
野
口
◉
大
学
時
代
は
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

先
生
、
変
わ
ら
ず
お
元
気
そ
う
で
な
に
よ
り
で
す
！

太
田
◉
教
え
子
と
の
対
談
は
、
は
じ
め
て
の
機
会
で

今
日
は
楽
し
み
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

野
口
◉
さ
っ
そ
く
で
す
が
、
２
０
１
１
年
3
月
11
日

の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
海
岸
林
の
津
波
被
害
の
話

か
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
た
し
か
震
災
直
後
の
5

月
に
は
太
田
先
生
を
座
長
と
し
た
「
海
岸
防
災
林
の

再
生
に
関
す
る
検
討
会
」
が
組
織
さ
れ
た
と
記
憶
し

て
い
ま
す
。
当
時
の
状
況
と
経
緯
に
つ
い
て
お
聞
か

せ
い
た
だ
け
ま
す
か
？

太
田
◉
日
本
の
海
岸
林
を
構
成
し
て
い
る
樹
種
は
、

ク
ロ
マ
ツ
が
大
半
で
す
が
、
そ
の
ク
ロ
マ
ツ
が
東
北

の
仙
台
平
野
な
ど
で
は
軒
並
み
津
波
に
よ
っ
て
や
ら

れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
中
、
な
に
し

ろ
早
急
な
対
策
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
、
被
災
後
す

ぐ
に
林
野
庁
の
治
山
課
で
防
災
林
の
再
生
に
関
す
る

検
討
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
海
岸
防
災
林
の
再
生

は
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
造
林
す
る
の
と
は
ち
が
っ
て
、

養
分
の
な
い
場
所
に
森
を
つ
く
ら
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
、
検
討
会
に
は
お
も
に
治
山
分
野
の

人
間
が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

被
災
地
で
は
、
海
岸
林
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
り
、

根
返
り
し
た
木
が
陸
地
側
に
流
れ
出
て
家
を
壊
し
た

り
し
た
こ
と
か
ら
、
ク
ロ
マ
ツ
の
海
岸
林
は
防
災
に

弱
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
に
木
が
流
失
し
た
痕あ
と

を
見
る
と
、
水

が
溜
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
地
下
水
が
非
常

に
高
い
。
そ
の
た
め
マ
ツ
が
深
く
根
を
伸
ば
せ
て
い

な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ひ
っ
く
り
返
っ
た
マ
ツ
を
見

る
と
ど
れ
も
根ね

鉢ば
ち

（
根
全
体
の
形
）
が
扁へ
ん

平ぺ
い
で
し
た
。
そ

れ
で
、
こ
れ
は
盛も
り

土ど

を
す
る
こ
と
で
地
下
水
面
か
ら

森林総合研究所にて
Photo by Godo Keiko巻頭◉対談
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植
栽
す
る
地
表
面
ま
で
の
高
さ
を
し
っ
か
り
と
る
こ

と
が
重
要
だ
ろ
う
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
海
岸
林
の
林
帯
幅
＊
で
す
。
東

北
地
方
に
は
２
５
０
メ
ー
ト
ル
も
の
幅
が
あ
る
海
岸

林
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
の
幅
が
あ
る
と
、
最

初
に
津
波
が
あ
た
る
海
岸
側
の
森
林
が
破
壊
さ
れ

て
も
陸
側
は
残
っ
て
い
た
り
、
流
れ
て
き
た
船
が

そ
の
残
っ
た
林
で
止
め
ら
れ
て
い
る
事
例
も
あ
り

ま
し
た
。
２
５
０
メ
ー
ト
ル
の
林
帯
幅
が
あ
れ
ば
、

う
ま
く
津
波
の
力
を
吸
収
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
、

幅
の
基
準
を
決
め
た
わ
け
で
す
。

　

以
上
の
ふ
た
つ
が
、
海
岸
防
災
林
の
再
生
に
関
す

る
検
討
会
で
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
方
針
で
し
た
。

野
口
◉
海
岸
林
再
生
へ
向
け
て
の
震
災
後
の
動
き
は

じ
つ
に
迅
速
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

太
田
◉
10
年
間
で
植
栽
基
盤
を
作
り
あ
げ
て
、
植
栽

ま
で
終
え
ま
し
た
。
戦
後
最
大
の
治
山
事
業
だ
っ
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

野
口
◉
森
林
総
研
で
も
、
震
災
直
後
か
ら
津
波
の
海

岸
林
へ
の
影
響
や
、
福
島
第
一
原
発
か
ら
の
放
射
性

物
質
の
森
林
で
の
動
向
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
調
査
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

太
田
◉
津
波
の
減
衰
効
果
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
森
林
総
研
の
調
査
デ
ー
タ
は
、
検
討
会
で
も
た
び

た
び
使
わ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
よ
。
ま
た
、
コ
ン
テ

ナ
苗
の
開
発
や
本
数
調
整
伐
＊
の
検
討
な
ど
も
貴
重

な
研
究
で
す
。
そ
れ
ら
の
研
究
を
受
け
て
、
こ
れ
ま

で
海
岸
林
は
１
万
本
植
え
た
ら
そ
の
ま
ま
育
て
る
方

式
で
し
た
が
、
い
ま
で
は
全
国
的
に
も
本
数
調
整
伐

を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

野
口
◉
生
育
基
盤
盛
土
へ
の
植
栽
が
増
え
た
こ
と

で
、
盛
土
特
有
の
硬
さ
や
排
水
性
の
悪
さ
が
問
題
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
い
ま
進
め
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
、
か
な
り
多
く
の
地
点
で
土
壌
調
査
を
行

い
、
盛
土
で
根
が
ど
の
よ
う
に
成
長
す
る
か
を
調
べ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
盛
土
に
重
機
が
乗
っ
て
生
育
基

盤
を
締
め
固
め
て
し
ま
う
と
根
の
成
長
を
阻
害
す
る

の
で
、
生
育
を
妨
げ
な
い
有
効
な
造
成
方
法
を
検
討

す
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。

太
田
◉
盛
土
の
土
壌
は
、
東
北
の
海
岸
林
の
再
生
で

い
ち
ば
ん
の
難
題
で
し
た
ね
。
何
し
ろ
緊
急
に
山
を

崩
し
て
土
を
持
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
山

砂
、
山
砂
利
、
山
土
砂
が
混
ざ
っ
て
い
る
。
必
ず
し

も
適
切
な
土
を
準
備
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

土
の
粘
土
分
で
盛
土
が
締
ま
っ
て
し
ま
い
、
苗
の
生

育
に
悪
影
響
が
で
て
し
ま
っ
た
。
海
岸
林
再
生
で
い

ち
ば
ん
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
地
下
水
位
と
根
の
関

係
、
盛
土
の
硬
さ
、
そ
し
て
排
水
不
良
で
し
ょ
う
。

野
口
◉
排
水
性
の
悪
さ
は
、
い
ま
だ
に
課
題
で
す
。

太
田
◉
試
験
研
究
も
含
め
て
こ
れ
か
ら
も
対
応
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

野
口
◉
排
水
性
が
悪
く
て
、
樹
木
の
成
長
が
あ
る
程

度
抑
制
さ
れ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
防
災
林
と
し

て
の
機
能
を
持
た
せ
て
、
管
理
を
し
て
い
く
か
は
、

今
後
検
討
す
べ
き
課
題
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
震

災
か
ら
10
年
た
っ
て
、
だ
い
ぶ
課
題
も
絞
ら
れ
て
き

て
い
ま
す
が
、
先
生
が
ほ
か
に
気
に
さ
れ
て
お
ら
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

太
田
◉
震
災
直
後
の
検
討
会
で
の
結
論
に
は
、
そ
の

後
大
き
な
修
正
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ

の
点
で
は
検
討
会
の
役
割
は
果
た
せ
た
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
い
ま
い
ち
ば
ん
気
に
な
っ
て
い
る
の
は
松

く
い
虫
＊
で
す
ね
。
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
が
明

治
時
代
に
入
っ
て
き
て
日
本
中
に
広
ま
り
、
流
行
を

Key Words  林帯幅
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引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
三
保
の
松
原
一
帯
は
、
富
士

山
の
世
界
文
化
遺
産
の
構
成
資
産
の
ひ
と
つ
で
す
が
、

そ
こ
で
議
論
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
松
く
い

虫
対
策
は
間
違
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意

見
が
で
て
、
そ
れ
に
対
し
て
検
証
委
員
会
が
で
き
ま

し
た
。
森
林
総
研
の
研
究
者
も
参
加
し
た
委
員
会
の

議
論
で
、
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
松
く
い
虫
対
策
は

科
学
的
に
お
お
む
ね
正
し
い
だ
ろ
う
と
な
り
ま
し
た

が
、
そ
の
議
論
の
中
で
新
た
な
問
題
と
な
っ
た
の
が

「
地
球
温
暖
化
」
で
す
。
こ
れ
か
ら
温
暖
化
が
進
む
中

で
東
北
地
方
で
も
松
く
い
虫
の
危
険
性
が
高
ま
る
で

し
ょ
う
。
か
な
り
注
視
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

野
口
◉
本
数
伐
調
整
を
す
る
と
林
内
の
見
通
し
が
良

く
な
り
、
松
く
い
虫
の
早
期
発
見
に
も
繋
が
る
と
い

う
こ
と
で
、
適
切
な
管
理
が
松
く
い
虫
防
除
に
も
役

立
つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
先
生
も
折
に
触
れ
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
今
後
、
継
続
的
に
海
岸

林
の
状
態
を
管
理
し
つ
づ
け
て
く
れ
る
人
が
必
要
と

感
じ
て
い
ま
す
。

太
田
◉
そ
の
辺
が
い
ち
ば
ん
問
題
で
す
ね
。
日
々
の

継
続
的
な
世
話
は
行
政
だ
け
で
は
対
応
で
き
ま
せ
ん

か
ら
。
や
は
り
地
元
の
方
に
参
加
し
て
も
ら
う
よ
う

な
海
岸
林
の
維
持
管
理
が
ど
う
し
て
も
不
可
欠
だ
ろ

う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
佐
賀
県
唐
津
の

虹
の
松
原
で
は
、
森
林
管
理
署
と
市
民
が
協
力
し
て

非
常
に
う
ま
く
対
応
し
て
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ

う
し
た
事
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
東
北
で
も
地
元
の

人
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
市
民
、
市
町
村
と
地
域
全
体

で
対
応
す
る
こ
と
が
だ
い
じ
で
し
ょ
う
。
み
ん
な
で

海
岸
林
の
世
話
を
す
る
、
そ
う
し
た
気
持
ち
を
育
む

こ
と
も
大
切
で
す
。

野
口
◉
調
査
で
地
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
海
岸
林
に
行
く

機
会
が
あ
る
の
で
す
が
、
地
域
地
域
そ
れ
ぞ
れ
に
海

岸
林
は
地
元
の
人
た
ち
に
愛
さ
れ
て
い
る
な
ぁ
と
感

じ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
高
田
の
松
原
も
そ
う
で
す

し
、
地
域
に
馴
染
ん
で
地
元
の
人
に
愛
さ
れ
、
生
活

の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
文
化
が
昔
か
ら

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
新
た
に
造
成
し
た

海
岸
林
も
被
災
の
歴
史
を
超
え
て
、
う
ま
く
地
域
に

根
ざ
し
た
新
し
い
海
岸
林
文
化
と
し
て
育
っ
て
い
っ

て
く
れ
る
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
秋
田
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
、
松

く
い
虫
の
被
害
に
あ
っ
た
木
で
炭
焼
き
を
す
る
な
ど

の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。そ
う
し
た
海
岸
林
を
見
守
っ

て
く
れ
る
団
体
が
各
地
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

太
田
◉
松
く
い
虫
の
被
害
が
あ
ま
り
に
大
き
い
と
き

は
、
広
葉
樹
に
変
え
よ
う
と
い
う
案
も
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
そ
の
辺
り
の
こ
と
は
ど
う
で
す
か
。

野
口
◉
海
岸
林
へ
の
広
葉
樹
の
植
栽
が
先
行
し
て
い

る
秋
田
の
海
岸
林
で
カ
シ
ワ
、
ケ
ヤ
キ
な
ど
広
葉
樹

の
根
が
ど
れ
く
ら
い
成
長
し
て
い
る
か
、
掘
り
出
し

調
査
を
行
な
い
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
広
葉
樹
の
根

張
り
も
ク
ロ
マ
ツ
と
比
べ
て
遜
色
は
な
い
と
感
じ
て

い
ま
す
。

　

私
が
実
際
に
見
た
海
岸
林
で
い
ち
ば
ん
広
葉
樹
が

多
か
っ
た
の
は
、
高
知
県
の
土
佐
清
水
の
大お
お

岐き

の
浜

で
し
ょ
う
か
。
海
岸
か
ら
２
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
内

陸
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
20
～
30
メ
ー
ト
ル
の
樹
高
の

ク
ス
ノ
キ
が
育
っ
て
い
ま
す
。

太
田
◉
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
が
、
日

本
海
側
は
砂
丘
が
高
く
て
砂
丘
と
海
岸
林
が
一
体
に

な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
太
平
洋
側
に
も
小
さ
い

砂
丘
、
例
え
ば
仙
台
平
野
な
ど
に
も
砂
丘
が
あ
り
ま

Key Words  松くい虫

マツノマダラカミキリ（または近縁な数種類のカ

ミキリムシ）によって運ばれる、体長１mm程度

のマツノザイセンチュウというマツを枯らす生き

もの。当初はマツを枯らす原因となるいくつかの

昆虫を一括して松くい虫と呼んでいたため、現在

でもその名残としてこのような名称となっている
（日本海岸林学会HPより）。

＊
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す
が
、
大
き
な
砂
丘
が
あ
る
の
は
日
本
海
側
で
す
。

そ
う
し
た
こ
と
を
み
る
に
つ
け
、
海
岸
林
と
砂
丘

と
い
う
の
は
一
体
と
な
っ
て
津
波
に
対
応
で
き
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
勝
手
に
想
像
す
る
わ
け
で
す
。

野
口
◉
た
し
か
に
、
石
川
県
な
ど
で
は
、
か
な
り
高

く
盛
り
上
が
っ
た
砂
丘
の
内
陸
側
に
海
岸
林
が
あ
り

ま
す
ね
。

太
田
◉
そ
う
、
そ
の
盛
り
上
が
っ
た
砂
丘
と
海
岸
林

が
一
体
と
な
っ
て
津
波
を
防
御
す
る
。
太
平
洋
側
は

残
念
な
が
ら
砂
丘
は
そ
ん
な
に
高
く
な
い
ん
で
す
よ

ね
。
盛
土
と
同
じ
程
度
か
も
う
ち
ょ
っ
と
高
い
く
ら

い
。
で
も
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
調
査
で
も
、

高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
海
岸
林
は
被
害
を
免
れ
て
残
っ

て
い
た
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
地
形
の
効
果
は

や
は
り
す
ご
く
大
き
い
。
そ
う
す
る
と
海
岸
林
の
林

帯
幅
が
２
５
０
メ
ー
ト
ル
あ
る
と
し
て
、
海
岸
か
ら

ず
っ
と
内
陸
に
入
っ
て
い
く
に
つ
れ
土
を
盛
り
上
げ

て
い
き
、
そ
の
上
に
海
岸
林
を
育
て
る
と
、
日
本
海

側
の
高
い
砂
丘
と
同
じ
よ
う
な
効
果
を
も
た
せ
ら
れ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
で
も
海
岸
林

の
幅
が
狭
い
と
こ
ろ
で
は
や
や
高
い
盛
土
に
し
て
、

そ
う
し
た
く
ふ
う
で
津
波
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
で

す
が
林
帯
幅
の
広
い
と
こ
ろ
で
も
２
０
０
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
奥
の
方
で
む
し
ろ
10
メ
ー
ト
ル
と
か
15
メ
ー
ト

ル
と
か
の
高
さ
に
盛
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
で

１
０
０
年
ぐ
ら
い
の
長
期
計
画
で
海
岸
林
を
再
生
し

た
ら
い
い
と
思
う
。
そ
う
し
た
構
造
の
海
岸
林
が
効

果
的
に
機
能
す
る
な
ら
、
た
と
え
ば
仙
台
平
野
だ
っ

た
ら
海
岸
に
あ
る
６
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
堤
防
を

と
っ
て
し
ま
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。

野
口
◉
堤
防
を
と
っ
て
し
ま
う
！
（
笑
）

太
田
◉
早
急
な
対
策
と
し
て
高
い
盛
土
を
つ
く
っ

て
海
岸
林
を
再
生
し
た
の
は
む
し
ろ
短
・
中
期
的

計
画
で
あ
っ
て
、
長
期
的
な
計
画
を
考
え
る
な
ら
、

１
０
０
年
か
け
て
も
い
い
か
ら
徐
々
に
後
ろ
を
盛
り

上
げ
て
い
け
ば
、
高
い
砂
丘
と
海
岸
林
を
組
み
合
わ

せ
た
「
堤
防
」
が
作
れ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
も
ち

ろ
ん
河
川
の
と
こ
ろ
を
ど
う
す
る
か
な
ど
い
ろ
い
ろ

課
題
は
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
造
成

が
う
ま
く
で
き
れ
ば
、
自
然
海
岸
に
近
い
形
で
防
災

対
策
も
で
き
て
、
か
つ
砂
浜
も
戻
る
わ
け
で
す
。

　

く
り
返
し
ま
す
が
、
幅
広
い
林
帯
で
内
陸
へ
向
け

て
高
く
な
る
盛
土
に
す
れ
ば
、
海
岸
際
の
防
潮
堤
は

な
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
夢

の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
す

れ
ば
自
然
の
砂
浜
海
岸
が
戻
っ
て
く
る
。

　

津
波
に
対
す
る
防
御
は
海
岸
堤
防
が
す
べ
て
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
組
み
合
わ
せ
て

多
重
防
御
で
減
災
を
す
る
議
論
が
必
要
で
す
。
生
物

多
様
性
の
保
全
は
わ
た
し
た
ち
の
使
命
で
す
か
ら
。

海
岸
林
再
生
の
本
願
は
、
本
来
は
そ
こ
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

野
口
◉
と
こ
ろ
で
、
先
生
の
ご
著
書
『
森
林
飽
和
』

で
は
、
森
林
を
取
り
巻
く
歴
史
的
な
状
況
の
変
遷
に

幅
広
く
触
れ
て
お
ら
れ
て
、
森
林
が
荒
廃
し
て
い
く

さ
ま
を
大
建
築
物
の
造
営
や
製
塩
、
製
陶
、
製
鉄
さ

ら
に
は
農
民
の
暮
ら
し
な
ど
と
の
関
係
か
ら
描
き
、

ど
の
よ
う
に
森
林
が
使
わ
れ
負
荷
が
か
か
っ
て
い
っ
た

の
か
を
検
証
し
て
い
て
、
じ
つ
に
示
唆
に
富
む
刺
激
的

な
内
容
で
し
た
。

太
田
◉
ど
れ
だ
け
科
学
技
術
や
文
明
が
発
達
し
て

も
、
や
は
り
森
林
は
人
間
の
暮
ら
し
に
深
く
関
わ
る

と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
幅
広
く
総
合
的
な
視

点
か
ら
森
林
を
み
る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
と
思
っ
て

明治37（1904）年頃の森林荒廃のようす
明治時代半ばに森林の荒廃はピークに達した。見渡す限りの山がはげ山となって
いる。写真は愛知県春日井郡坂下町（現・春日井市）　写真提供：日本治山治水協会

Key Words  熊沢蕃山と「治山治水」

熊沢蕃山（1619〜1691）は、江戸時代の陽明学

者。京都に生まれ、陽明学を学んだのち備前岡山

藩に出仕、藩主・池田光政を補佐しつつ、藩校で

の教育、「治山治水」に力を入れて、土砂災害を抑

え、農業政策に尽力した。

＊
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い
ま
す
。

野
口
◉
日
本
の
森
林
の
現
状
と
、
こ
れ
か
ら
の
治
山

治
水
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
？

太
田
◉
私
は
昭
和
の
後
半
か
ら
令
和
ま
で
日
本
の
森

林
を
み
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
に
日
本
の
森

林
は
、
大
き
く
変
わ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

日
本
の
森
林
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
江
戸
時
代
か

ら
３
０
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
先
の
大
戦
直
後
の

よ
う
な
は
げ
山
、
あ
る
い
は
も
っ
と
ひ
ど
い
は
げ
山

の
時
代
が
続
い
て
き
て
い
る
ん
で
す
。
江
戸
時
代
に

熊
沢
蕃
山
が
「
治
山
治
水
」
＊
と
い
う
言
葉
を
作
り
、

森
林
を
保
全
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
説
き
ま
し
た
。

そ
の
思
想
が
有
名
な
１
６
６
６
年
の
「
諸
国
山
川
の

掟
」
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
代
す
で
に
は

げ
山
が
顕
在
化
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
時
代
か
ら
先

の
大
戦
を
経
て
、
戦
後
の
木
材
の
輸
入
自
由
化
、
燃

料
革
命
、
肥
料
革
命
が
起
き
る
中
、
日
本
の
森
林
は

充
実
し
た
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
平
成
に
は
治
山
治
水
が
完
成
し
た
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
林
業
か
ら
見
る
と
森
林
資
源
の
充

実
し
た
時
代
で
あ
り
、
防
災
面
か
ら
み
る
と
森
林
の

水
源
涵
養
機
能
や
防
災
機
能
が
高
ま
っ
た
時
代
で

す
。
と
こ
ろ
が
平
成
末
頃
か
ら
新
た
な
問
題
が
で
て

き
た
。
地
球
温
暖
化
で
す
。
豪
雨
の
規
模
が
大
き
く

な
り
、
台
風
も
激
し
く
な
っ
た
し
、
線
状
降
水
帯
な

ど
が
頻
繁
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
こ
の
20
～
30
年
く
ら
い
森
林
の
水
源
涵
養
機
能

が
高
ま
っ
て
近
年
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
洪
水
が
ま

た
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
表
層
崩
壊
も
起

こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
温
暖
化
に

よ
る
も
の
で
、
す
で
に
完
成
し
た
と
思
わ
れ
て
い
る

治
山
治
水
事
業
が
ま
た
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。

　

熊
沢
蕃
山
が
言
っ
て
い
た
治
山
治
水
と
い
う
の
は

人
間
が
森
林
を
過
酷
に
使
っ
た
が
た
め
に
山
を
傷
め

て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
た
災
害
を
治な

お

す
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
い
ま
、
山

は
治
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
温
暖
化
と
い
う
全
く
異
な

る
方
面
か
ら
の
問
題
が
起
き
て
き
て
、
治
山
治
水
が

ふ
た
た
び
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
地
域
の
山

が
壊
れ
た
た
め
で
は
な
く
、
人
類
全
体
が
地
球
を
壊

し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
森
林
に
も
影
響
が
で
て
き

た
と
私
は
そ
う
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
こ

と
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
対
応

し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。

　

戦
後
の
時
期
を
大
き
く
２
つ
に
分
け
る
と
、
最
初

に
森
が
充
実
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
治
山
治
水
が
完
成

し
た
時
代
。
そ
の
後
、
今
度
は
温
暖
化
で
雨
の
量
が

多
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
災
害
が
起
こ
っ

て
い
る
時
代
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
分
け
て
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

現
代
の
よ
う
な
新
た
な
災
害
が
起
き
は
じ
め
た
時

代
に
ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
の
こ
と
を
考

え
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
治
山
治
水
の
「
要か
な
め」

な

の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

野
口
◉
最
後
に
、
森
林
総
研
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
お

願
い
し
ま
す
。

太
田
◉
森
林
総
研
に
お
い
て
も
、
や
は
り
防
災
の

部
分
で
は
時
代
の
変
化
を
し
っ
か
り
見
つ
め
て
、
こ

れ
か
ら
の
時
代
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
く

の
か
を
考
え
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
全
体
を
見
わ
た

し
て
新
た
に
ど
う
い
う
研
究
が
必
要
な
の
か
、
時
代

の
変
化
に
対
応
し
た
研
究
を
推
し
進
め
て
欲
し
い
な

と
、
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

☜太
田猛
彦さ
ん

の本

野口 宏典（のぐち　ひろのり）

1973年千葉県生まれ。1992年千葉県立木更津高校を卒業。1997年東京
大学農学部林学科卒業。1999年同大学院農学生命科学研究科森林科学専
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「海岸林の再生には、まだまだ年月がかかります。次の世代の人た
ちに、きちんとバトンを渡さなくてはと感じています。」

ひと
　こと

巻頭◉対談

地域地域それぞれに海岸林は地元の人たちに
愛されているなぁと感じることが多いです。

『森林飽和　国土の変貌を考える』

（NHK出版）
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