
真
室
川
町
は
、
山
形
県
の
最
北
端
に
位
置

し
、
総
面
積
３
７
４
・
22
㎢
の
う
ち
林
野
面

積
が
88
・
3
％
を
占
め
る
山
間
地
で
あ
り
、

東
側
、
西
側
及
び
北
側
の
三
方
を
急
峻
な

山
々
に
囲
ま
れ
、
こ
れ
ら
山
地
か
ら
の
支
流

が
町
を
縦
断
す
る
真
室
川
と
鮭
川
に
流
れ
込

み
、
そ
の
河
川
流
域
に
平
地
や
集
落
が
小
範

囲
に
点
在
し
て
い
ま
す
。

夏
は
盆
地
特
有
の
高
温
多
湿
、
冬
は
豪
雪

と
い
う
自
然
条
件
の
も
と
で
、
木
材
や
山
菜

に
代
表
さ
れ
る
森
林
資
源
に
恵
ま
れ
、
四
季

真室川町

山形県 真
ま

室
むろ

川
がわ

町
まち

山形県
▲野々村ため池から出羽富士とも呼ばれる鳥海山を望む

▲秋田と山形県境にまたがる甑
こしき

山
やま

の山腹は、秋になると素晴らしい紅葉に染まる
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１
．
真
室
川
町
の
概
要

森林環境譲与税を活用した
森林整備

恵まれた
森林資源を
未来に届ける
ために

特
集
　
森
林



折
々
の
景
観
や
風
土
の
な
か
で
、
独
特
な
地

域
文
化
が
築
き
あ
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

明
治
時
代
、
北
海
道
へ
出
稼
ぎ
に
渡
っ
た

人
々
が
歌
っ
た
「
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
節
」
を
元

唄
に
、
真
室
川
町
の
料
亭
で
働
い
て
い
た
近

岡
ナ
カ
エ
さ
ん
が
創
作
を
加
え
て
歌
っ
た
曲

が
、「
真
室
川
音
頭
」
の
始
ま
り
に
な
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
の
始
め
に
隆
盛
を
誇
っ
た
真
室
鉱
山

や
、
軍
用
飛
行
場
建
設
に
携
わ
る
人
々
に
盛

ん
に
歌
わ
れ
、
戦
後
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
郷

里
や
全
国
津
々
浦
々
に
移
り
住
ん
だ
こ
と

が
、「
真
室
川
音
頭
」
が
全
国
に
広
ま
る
き
っ

か
け
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
も
全
国
で
愛
唱
さ
れ
て
い
る
代
表
的

な
民
謡
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
毎
年
開
催
さ
れ

る
「
真
室
川
音
頭
全
国
大
会
」
に
は
、
県
内

外
か
ら
多
く
の
フ
ァ
ン
が
参
加
し
て
い
ま

す
。真

室
川
町
は
原
木
な
め
こ
発
祥
の
地
で
あ

り
、
長
年
、
全
国
第
１
位
の
生
産
量
を
誇
る

山
形
県
内
で
も
、
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
生
産
量

と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
内
で
の
栽
培
の
歴
史
は
古
く
、
広
大
な

広
葉
樹
林
や
栽
培
に
適
し
た
気
候
が
、
産
地

と
し
て
の
歴
史
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
昭
和

初
期
か
ら
人
工
栽
培
に
取
り
組
み
、
黄
色
い

ダ
イ
ヤ
と
呼
ば
れ
て
地
域
経
済
を
支
え
た
時

代
も
あ
り
ま
し
た
。

ブ
ナ
や
ト
チ
ノ
キ
等
を
「
ほ
だ
木
」
に
利

用
し
て
育
っ
た
原
木
な
め
こ
は
、色
が
濃
く
、

ぬ
め
り
や
歯
ご
た
え
が
し
っ
か
り
し
て
お

り
、
根
強
い
愛
好
家
が
毎
年
秋
の
収
穫
期
を

待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。

味
噌
汁
や
天
ぷ
ら
の
ほ
か
、
麻
婆
豆
腐
や

炒
飯
、
炒
め
物
等
と
の
相
性
も
抜
群
で
す
。

生
産
者
直
送
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
も
行

わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
賞
味
く

だ
さ
い
。

こ
の
土
偶
は
大
正
４
年
、
当
時
は
田
ん
ぼ

だ
っ
た
五
郎
前
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

縄
文
時
代
晩
期
の
完
全
な
形
を
し
た
貴
重

な
土
偶
で
、
多
く
の
専
門
誌
や
美
術
誌
に
掲

載
さ
れ
、
海
外
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

内
部
は
空
洞
で
、
色
は
赤
み
が
か
っ
た
褐

色
を
し
、
頭
髪
は
大
き
く
束
ね
た
よ
う
な
形

を
し
て
い
ま
す
。
肩
か
ら
乳
が
張
り
出
し
、

腰
に
パ
ン
ツ
の
よ
う
な
も
の
を
つ
け
、
太
い

両
足
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
焼
成
後
に
朱
を

塗
っ
た
ら
し
く
、
一
部
に
そ
の
跡
が
残
っ
て

い
ま
す
。

昭
和
40
年
5
月
29
日
に
、
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

�

令
和
元
年
度
に
「
森
林
環
境
譲
与
税
」
が

２
．
真
室
川
音
頭

３
．
原
木
な
め
こ
の
ふ
る
さ
と

４
．
国
指
定
重
要
文
化
財
「
土
偶
」

５
．
森
林
経
営
管
理
制
度
の
実
施
に

つ
い
て

▲�「
梅
の
里
」
真
室
川
町
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
「
う
め
子
」
ち
ゃ
ん�

▲
�「

黄
色
い
ダ
イ
ヤ
」
と
呼
ば
れ
る�

町
の
特
産
品　

原
木
な
め
こ

▼
�

国
指
定
重
要
文
化
財
「
土
偶
」
は�

縄
文
時
代
晩
期
の
完
全
な
形
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創
設
さ
れ
、
森
林
整
備
や
そ
の
促
進
の
た
め

の
取
組
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

全
国
の
自
治
体
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
当
町
で
は
こ
れ
を
活
用
し
、「
森

林
経
営
管
理
制
度
」
に
よ
る
森
林
整
備
を
進

め
て
い
ま
す
。

現
状
と
課
題

制
度
施
行
前
は
、
所
有
者
自
ら
が
所
有
森

林
の
管
理
（
委
託
を
含
む
）
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
林
業
経
営
意
欲
の

低
い
所
有
者
の
森
林
は
、
適
切
な
整
備
が
行

わ
れ
て
い
な
い
現
状
に
あ
り
、
自
ら
の
所
有

森
林
の
場
所
や
状
態
を
把
握
し
て
い
な
い
所

有
者
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
31
年
度
に
森
林
経
営
管
理
制
度
が
施

行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村
が
森
林
所

有
者
か
ら
「
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な

い
森
林
」
に
つ
い
て
経
営
管
理
の
委
託
を
受

け
、
意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
事
業
体
に
よ

る
主
伐
・
再
造
林
や
、
市
町
村
直
営
に
よ
る

間
伐
等
の
森
林
整
備
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

制
度
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
①
森
林
経
営

計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
②
お
お
む
ね
10

年
以
内
の
施
業
履
歴
が
な
い
③
や
ま
が
た
緑

環
境
税
事
業
や
荒
廃
森
林
緊
急
整
備
事
業
等

の
対
象
で
は
な
い
④
治
山
事
業
等
の
予
定
が

な
い
、
以
上
の
条
件
４
つ
に
該
当
す
る
森
林

を「
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
」

と
見
な
し
、
町
内
民
有
林
全
域
か
ら
対
象
森

林
を
抽
出
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
民
有
林

66
・
29
㎢
の
う
ち
、
対
象
森
林
は
約
29
㎢
と
、

約
44
％
も
の
民
有
林
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。

森
林
経
営
管
理
制
度
の
進
め
方

ま
ず
は
森
林
の
現
況
を
把
握
す
る
た
め
、

民
有
林
の
森
林
地
形
（
路
網
、傾
斜
区
分
等
）

や
森
林
資
源
（
樹
幹
高
、
材
積
等
）
を
デ
ー

タ
化
・
可
視
化
し
、
制
度
に
活
用
可
能
な
状

態
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
適

切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
」
の
所

有
者
を
対
象
に「
所
有
森
林
の
今
後
の
管
理
」

に
つ
い
て
の
調
査
を
実
施
し
、そ
の
中
で「
町

に
管
理
を
委
託
す
る
意
向
が
あ
る
か
」
を
確

認
し
ま
す
。
そ
の
結
果
を
受
け
、
町
へ
の
委

託
の
意
向
を
示
し
た
所
有
者
に
つ
い
て
は
、

意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
体
と
の
マ
ッ

チ
ン
グ
を
推
進
す
る
ほ
か
、
経
営
に
向
か
な

い
（
利
益
が
見
込
め
な
い
）
森
林
に
つ
い
て

は
、
町
直
営
で
の
森
林
整
備
を
行
い
ま
す
。

制
度
運
営
に
は
、
林
業
関
係
団
体
や
国
、

県
と
の
連
携
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
主
に
前
述
組
織
の
代
表
者
で
構
成
す
る

「
林
業
振
興
協
議
会
」
及
び
主
に
実
務
担
当

者
で
構
成
す
る
「
森
林
経
営
管
理
推
進
検
討

部
会
」
を
設
置
し
、
制
度
の
進
め
方
を
検
討

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

▲
�

林
業
振
興
協
議
会　

�

制
度
運
営
に
つ
い
て
協
議
す
る
様
子

▲
�

森
林
経
営
管
理
推
進
検
討
部
会　

�

モ
デ
ル
地
区
選
定
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
様
子
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森
林
資
源
解
析
の
実
施

森
林
資
源
解
析
の
前
段
と
し
て
、
町
単
独

に
よ
る
航
空
レ
ー
ザ
測
量
を
検
討
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
山
形
県
森
林
管
理
推
進
協
議
会
か

ら
、
国
土
交
通
省
が
実
施
し
た
公
共
航
空

レ
ー
ザ
測
量
の
成
果
品
を
活
用
で
き
れ
ば
、

事
業
期
間
短
縮
や
経
費
削
減
に
つ
な
げ
ら
れ

る
と
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。

当
町
で
は
、
令
和
２
年
度
に
公
共
測
量
の
成

果
品
を
借
り
受
け
、
民
有
林
の
森
林
地
形
や

森
林
資
源
の
解
析
に
活
用
可
能
か
を
検
証
す

る
た
め
、
民
有
林
の
一
部
区
画
（
約
１
・
2

㎢
）
の
解
析
を
試
行
し
た
と
こ
ろ
、
必
要
と

す
る
デ
ー
タ
は
す
べ
て
作
成
可
能
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
令
和

３
年
度
に
民
有
林
34
・
9
㎢
の
資
源
解
析
を

実
施
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
公
共
測
量
の
成
果
と
現
況
の
差
異

を
確
認
す
る
た
め
、
約
20
ヵ
所
の
現
地
調
査

を
あ
わ
せ
て
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
樹
木
の
本

数
は
約
12
・
8
％
、
樹
高
は
約
６
・
9
％
、

現
況
の
方
が
多
い
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。
原

因
と
し
て
、
本
数
密
度
の
高
い
森
林
は
林
冠

が
閉
塞
し
て
い
る
た
め
、
下
層
木
に
レ
ー
ザ

が
当
た
ら
ず
本
数
が
過
少
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ

る
こ
と
や
、
林
齢
の
若
い
林
分
で
は
樹
高
に

差
異
が
出
や
す
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す

が
、
航
空
レ
ー
ザ
測
量
の
精
度
と
し
て
は
許

容
範
囲
内
の
誤
差
で
あ
り
、
広
域
的
に
森
林

全
体
の
傾
向
を
把
握
す
る
目
的
は
果
た
せ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

な
お
、
公
共
測
量
成
果
が
活
用
で
き
な
い

民
有
林
31
・
7
㎢
に
つ
い
て
は
、
山
形
県
森

林
資
源
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
事
業
を
活
用
し
、

県
、
東
北
森
林
管
理
局
及
び
周
辺
市
町
と
の

共
同
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
に
航
空
レ
ー
ザ

測
量
、
令
和
５
年
度
に
森
林
資
源
解
析
を
実

▲�

現
地
確
認　

�

公
共
測
量
の
成
果
と
現
況
の
差
異
を
確
認
す
る

▲森林地形解析の成果品　赤色立体地図▲森林資源解析の成果品　ha当たり材積区分図
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施
す
る
予
定
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
町
内

民
有
林
全
域
の
解
析
が
完
了
す
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
成
果
を
受
け
て
優
先
順
位
を
決
定

の
う
え
、
順
次
、
制
度
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

モ
デ
ル
地
区
の
選
定
と
意
向
調
査
の
実
施

制
度
運
用
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
作
成
す
る

た
め
、
令
和
３
年
度
に
小
規
模
な
モ
デ
ル
地

区
を
設
定
し
、
所
有
者
に
対
し
「
所
有
森
林

の
今
後
の
管
理
」
に
つ
い
て
の
意
向
調
査
を

実
施
し
ま
し
た
。

モ
デ
ル
地
区
に
つ
い
て
は
、
①
令
和
３
年

度
森
林
資
源
解
析
の
範
囲
内
で
あ
る
②
自
主

的
な
経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
可
能
性

が
高
い
③
集
約
化
に
よ
り
施
業
の
効
率
化
が

期
待
で
き
る
、
の
３
つ
の
条
件
に
該
当
す
る

候
補
地
の
中
で
、
最
も
林
内
路
網
が
整
備
さ

れ
て
お
り
、
人
工
林
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
エ

リ
ア
に
決
定
し
ま
し
た
。

モ
デ
ル
地
区
の
森
林
面
積
は
約
36�

ha
で
、

森
林
簿
に
登
録
さ
れ
た
所
有
者
29
人
（
う
ち

町
内
在
住
者
18
人
、
町
外
在
住
者
11
人
）
が

意
向
調
査
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

調
査
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
事
前
説
明

会
を
開
催
し
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

も
あ
っ
て
か
、
町
内
外
か
ら
７
人
の
参
加
に

留
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
夜
間
開
催
や
事
前
予

約
制
に
よ
る
分
散
開
催
等
、
参
加
率
を
あ
げ

る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
課
題
と
し
て

残
り
ま
し
た
。

調
査
に
当
た
っ
て
は
、
所
有
森
林
の
地
番

一
覧
や
地
図
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
森

林
に
つ
い
て
①
自
ら
の
所
有
す
る
森
林
か�

②
管
理
や
整
備
を
行
っ
て
い
る
か
③
今
後
ど

の
よ
う
に
管
理
し
て
い
く
か
の
３
つ
を
確
認

す
る
設
問
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、

③
に
対
し
「
町
へ
の
委
託
を
検
討
し
た
い
」

と
の
意
向
が
示
さ
れ
た
森
林
は
、
必
ず
し
も

町
が
引
き
受
け
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
と
の
注

釈
を
付
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
町
が
引
き

受
け
た
場
合
に
は
、
毎
年
、
間
伐
等
の
整
備

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

例
え
ば
住
宅
や
道
路
か
ら
離
れ
て
い
て
災
害

の
お
そ
れ
が
な
い
等
「
管
理
や
整
備
の
必
要

性
が
薄
い
森
林
」
に
つ
い
て
は
、「
引
き
受

け
な
い
」
と
い
う
選
択
も
考
慮
さ
れ
る
た
め

で
す
。

調
査
に
は
約
１
か
月
間
の
回
答
期
間
を
設

け
ま
し
た
が
、
期
間
内
の
回
答
率
は
69
％
に

留
ま
っ
た
た
め
、
督
促
や
再
調
査
を
行
い
、

最
終
的
な
回
答
者
数
は
25
人
、
回
答
率
は

86
％
で
、
う
ち
16
人
の
所
有
す
る
森
林
約

19�

ha
に
つ
い
て
、「
町
へ
の
委
託
を
検
討
し

た
い
」
と
の
回
答
を
得
ま
し
た
。「
自
己
管

理
を
継
続
し
た
い
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
森

林
所
有
者
に
つ
い
て
も
、
将
来
的
な
管
理
の

見
通
し
は
不
明
と
の
こ
と
で
、
今
後
、
適
切

に
管
理
さ
れ
な
く
な
る
森
林
の
増
加
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。

未
回
答
者
は
４
人
で
、
住
民
票
や
戸
籍
等

の
公
的
書
類
を
職
権
に
よ
り
確
認
し
た
も
の

の
、
居
所
や
相
続
人
が
不
明
で
あ
っ
た
森
林

所
有
者
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
、
制

度
運
用
を
全
町
的
に
広
げ
た
際
に
、
多
数
の

所
有
者
不
明
森
林
の
発
生
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
特
例
措
置
を
活
用
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
森
林
で
あ
っ
て
も
制
度
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
の
、
全
国
的
に
も
事
例
は
少
な

く
、「
管
理
や
整
備
の
必
要
性
が
高
い
森
林
」

の
明
確
な
判
断
基
準
を
設
け
、
町
と
し
て
統

一
し
た
対
応
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

今
後
の
森
林
経
営
管
理
制
度
に
つ
い
て

意
向
調
査
の
結
果
を
受
け
、
現
在
、
町
へ

委
託
の
意
向
が
示
さ
れ
た
森
林
の
管
理
を
引

き
受
け
る
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
令
和

５
年
度
に
は
、
制
度
を
活
用
し
た
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
を
作
成
で
き
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
お
お
む
ね
予
定
ど
お
り
の
進
捗
状
況

と
な
っ
て
い
ま
す
。

森
林
は
、
き
れ
い
な
水
や
空
気
を
作
り
出

す
だ
け
で
な
く
、
軽
く
て
丈
夫
で
経
年
に
よ

り
味
わ
い
深
く
な
る
木
材
や
、
化
石
燃
料
に

代
わ
る
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も

利
用
さ
れ
る
な
ど
、
ク
リ
ー
ン
な
社
会
の
実

現
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
す
。

今
後
も
、
当
町
の
恵
ま
れ
た
森
林
資
源
を

未
来
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
、
持
続
可
能
な
社

会
の
実
現
に
向
け
て
、
森
林
環
境
譲
与
税
を

有
効
に
活
用
し
将
来
性
の
あ
る
森
林
整
備
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

�

山
形
県
真
室
川
町　

農
林
課

（
令
和
５
年
８
月
21
日
付
第
３
２
５
０
号
）
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奈
良
県
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
位
置
す
る

黒
滝
村
は
、
５
０
０
年
近
い
伝
統
を
誇
る

吉
野
林
業
の
中
心
産
地
の
1
つ
で
も
あ
る
山

村
で
す
。
平
均
標
高
４
９
０
㍍
、
面
積
の

97
％
が
森
林
で
、
そ
の
92
％
は
人
の
手
で
植

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
、
総
合
病
院
な
ど
が
一
通
り
そ
ろ

う
町
ま
で
車
で
30
分
も
か
か
り
ま
せ
ん
。
便

利
さ
ゆ
え
に
人
口
流
出
も
急
で
現
在
約
６
２

０
人
、
こ
の
20
年
で
実
に
半
減
し
ま
し
た
。

空
き
家
も
増
え
る
一
方
で
す
が
、
先
祖
の

墓
が
あ
る
の
で
盆
・
正
月
は
帰
っ
て
く
る
と

い
う
方
、
知
ら
な
い
人
に
貸
す
の
は
た
め
ら

わ
れ
る
、と
い
う
方
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
貸
し
て
も
い
い
と
い
う
家
に
限
っ
て

水
回
り
が
古
す
ぎ
た
り
、
雨
漏
り
が
始
ま
っ

て
い
て
改
修
は
無
理
だ
っ
た
り
と
い
う
場
合

が
多
い
の
で
す
。

村
で
は
約
８
年
前
か
ら
人
材
の
育
成
に
力

黒滝村

奈良県 黒
くろ

滝
たき

村
むら

奈良県

▲黒滝村風景（赤滝地区）

35

�� －人材確保と空き家解消�
一挙両得をめざして－

森と生きていく
ための住まい確保

ポ
イ
ン
ト

•  

空
き
家
が
利
用
可
能
か
ど
う
か

を
村
が
見
極
め
、
持
ち
主
や
地

域
の
区
長
と
直
接
対
話

•  

村
が
15
年
間
借
り
上
げ
て
改
修
、

村
営
住
宅
と
し
て
貸
し
出
す

•  

仕
事
と
住
ま
い
を
セ
ッ
ト
で
提

示
、
希
望
者
を
募
る

◦
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
中
心
に
入

居
が
見
込
ま
れ
る
方
か
ら
事
前

に
要
望
を
聞
き
、
貸
主
、
地
区

の
意
見
も
取
り
入
れ
な
が
ら
改

修
１
　
黒
滝
村
の
概
要
と
背
景

特
集
　
森
林



を
入
れ
、
林
業
関
連
へ
の
就
業
希
望
者
を
地

域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
採
用
し
て
き
ま
し

た
。
黒
滝
村
森
林
組
合
で
研
修
を
積
み
、
３

年
の
任
期
終
了
後
は
そ
の
ま
ま
組
合
に
作
業

員
と
し
て
就
職
す
る
流
れ
が
で
き
て
お
り
、

あ
り
が
た
い
こ
と
に
協
力
隊
へ
の
応
募
も
途

切
れ
ず
続
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
立
ち
は
だ
か
る
の
が
住
宅
の
問
題

で
す
。

す
で
に
あ
る
村
営
住
宅
（
33
棟
）
は
常
に

満
室
、
平
地
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
適
地
を

確
保
で
き
ず
新
し
く
建
て
る
の
も
困
難
で

す
。従

来
は
、
空
き
家
バ
ン
ク
等
に
登
録
済
み

で
改
修
不
要
の
住
宅
や
、
単
身
者
向
け
集
合

住
宅
な
ど
で
対
応
し
て
き
ま
し
た
が
、
次
第

に
追
い
つ
か
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
移
住

か
ら
数
年
が
た
ち
家
族
が
増
え
る
な
ど
生
活

の
形
態
の
変
化
に
伴
い
仕
方
な
く
転
出
し
た

り
、
移
住
を
検
討
し
て
い
た
方
が
諦
め
た
り

と
い
う
ケ
ー
ス
も
出
て
き
て
い
ま
し
た
。

村
の
中
心
部
で
も
明
か
り
が
つ
か
な
い
家

が
増
え
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
存
続
に

も
黄
信
号
が
点
灯
。
こ
の
ま
ま
で
は
村
は
ま

す
ま
す
暗
く
な
る
、
と
危
機
感
は
募
る
一
方

で
し
た
。

そ
こ
で
取
り
組
ん
だ
の
が
、
森
林
環
境
譲

与
税
を
活
用
し
た
林
業
従
事
者
住
宅
で
す
。

村
が
空
き
家
の
持
ち
主
と
15
年
契
約
を
結

び
改
修
、
村
営
住
宅
と
し
ま
す
。
林
業
従
事

者
ら
移
住
希
望
者
に
仕
事
と
セ
ッ
ト
で
提
供

し
、
移
住
・
定
住
者
の
確
保
に
つ
な
げ
よ
う

と
い
う
試
み
で
し
た
。

最
初
に
、
対
象
と
な
る
空
き
家
の
条
件
を

整
理
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
持
ち
主
が
現
在
苦
労
し
て
い
る

点
や
ど
う
し
て
貸
し
た
く
な
い
の
か
を
調
べ

ま
し
た
。

【
改
修
対
象
と
な
る
空
き
家
の
条
件
】

・
合
併
浄
化
槽
が
設
置
さ
れ
て
い
る

・
建
物
の
土
台
や
柱
、
梁
に
問
題
が
な
い

・
屋
根
に
雨
漏
り
等
の
問
題
が
な
い

【
持
ち
主
の
苦
労
】

・�

景
観
を
損
な
わ
な
い
た
め
の
草
刈
り

等
、
維
持
に
手
間
・
費
用
が
か
か
る

・�

年
齢
と
と
も
に
、
村
に
帰
っ
て
く
る
こ

と
自
体
が
大
変
に
な
っ
て
き
た

【
持
ち
主
の
不
安
】

・�

入
居
者
は
、
一
斉
清
掃
へ
の
参
加
な
ど

地
区
と
の
付
き
合
い
を
大
事
に
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
か

・�

騒
音
、
ご
み
問
題
等
で
近
所
に
迷
惑
を

か
け
る
よ
う
な
人
が
来
な
い
だ
ろ
う
か

ま
ず
村
職
員
が
実
際
に
住
宅
の
状
態
を
調

べ
、
改
修
可
能
と
判
断
す
れ
ば
持
ち
主
の
も

と
へ
足
を
運
び
ま
す
。
維
持
に
苦
労
し
て
い

る
点
、貸
す
こ
と
へ
の
不
安
等
を
聞
き
取
り
、

２
　
具
体
的
内
容

 

30 年以上空き家であ

った住宅に灯りが戻り、

同時に各集落に昔のよ

うな暮らしが少しです

が戻ってきました。 

林業従事者等の雇用、

空き家改修だけでなく、

その場所から村全体に

活気が広がりつつあり

ます。 

□ 創意・工夫した点 

◆◆  移移住住定定住住促促進進住住宅宅 

◆◆  林林業業従従事事者者住住宅宅 

空空きき家家再再生生等等推推進進事事業業（（RR22））22棟棟 

          森森林林環環境境譲譲与与税税（（RR33））22 棟棟 

 奈良県 黒滝村 

村の空き家改修  

・村（行政）が持ち主と借り主の間に入ることで、信

頼してもらいやすく素早く交渉が行えた。 

・入居される方から、事前にどのような物件を希望

し、どのように改修を望んでいるのか、実際の空き家

を見てもらい空き家の改修を行った。同時に大字区長

と物件や入居者に対する相談等を行った。 

 

空き家持ち主 

・・草草刈刈りりやや家家のの管管理理がが大大変変だだ  

・・空空きき家家をを活活用用ししててほほししいい  

・・入入居居者者にに対対ししててのの要要望望  

  集集落落ののおお付付きき合合いいををししててほほししいい  

  ななどど  

村（行政） 

・・家家主主やや地地域域区区長長とと相相談談  

・・利利用用可可能能なな空空きき家家ななののかか診診断断  

・・1155年年間間借借りり入入れれ改改修修・・管管理理ををすするる  

・・村村営営住住宅宅ととししてて募募集集  

・・入入居居者者にに対対ししててのの要要望望をを聞聞くく  

・・持持ちち主主とと契契約約しし借借りり主主にに貸貸しし出出すす  ななどど  

住宅借り主 

・・借借りりたたいい  

・・住住居居及及びび店店舗舗ととししてて借借りりたたいい  

・・林林業業にに携携わわるる仕仕事事ををすするる  

・・田田舎舎暮暮ららししががししたたいい  

・・黒黒滝滝村村にに移移住住ししたたいい  

ななどど  

人人  口口      663355  人人  （（令令和和 44 年年 1111月月 11日日））現現在在 

面面  積積      4477..7700  kk ㎡㎡ 

森森林林面面積積  4444..6666  kk ㎡㎡  （（9977％％））  

（（内内人人工工林林  約約 9922％％）） 

「林業の村」ならではの取り組み 

・仕事があっても住宅がない状態では、せっかくの

人材を見逃してしまう。そこで、仕事と住まいをセ

ットにすることで、林業従事者等を確保することが

できた。 

・地域のコミュニティが崩壊しつつある現状の中、

移住者や林業の担い手を集落に受け入れすること

で、地域の活性化にも繋がっている。 

 

相相  談談  

契契  約約  相相  談談  

情情  報報  

①①  ②②  

④④  ③③  

村が移住者及び林業従事者用の 

空き家を改修し貸し出す 

《《  空空きき家家所所有有者者へへ相相談談  》》    

村が空き家を借り入れ 

（１５年間） 

  

住まい  働く   

林林業業担担いい手手育育成成（（地地域域おおここしし協協力力隊隊））事事業業  

 村の中心部でも空き家が増加し明かりが消え、地域がますます

暗くなっています。利用可能な空き家を村が借り上げ（15年間）

改修し、仕事と住まいをセットで提供することで移住者の増加を

図っています。 

地域コミュニティが崩壊しつつある現状、移住者や林業の担い

手等を集落に受け入れるため、提供できる住まいを確保する体制

が必要です。 

□ 概要・事業スキーム 

□ 効果・実績 

黒黒滝滝村村役役場場  林林業業建建設設課課  

主主事事  上上  東東  宏宏  大大  

 

□ 目 的 

▲村の空き家改修住宅募集ポスター

▲昔、土間だったところを改めて土間として復活した。（林業従事者住宅・移住定住促進住宅　空き家改修後）和室（畳）であった所をフローリングに変更
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同
時
に
そ
の
解
消
に
努
め
ま
し
た
。

納
得
し
て
も
ら
え
た
ら
、
15
年
間
の
借
り

上
げ
を
直
接
契
約
し
ま
す
。
村
営
住
宅
に
す

る
た
め
の
改
修
、
村
営
住
宅
と
し
て
の
管
理

は
す
べ
て
村
が
担
う
と
い
う
内
容
で
す
。

並
行
し
て
、
入
居
希
望
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
も
進
め
ま
し
た
。

住
居
へ
の
具
体
的
な
希
望
の
ほ
か
、
村
で

ど
ん
な
暮
ら
し
が
し
た
い
の
か
、
な
ど
も
聞

く
よ
う
に
し
ま
し
た
。
得
た
情
報
を
地
区
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
逆
に
地
区
側
の
思
い

な
ど
を
入
居
希
望
者
へ
伝
え
る
よ
う
に
し
ま

し
た
。

こ
う
し
て
最
初
の
２
０
２
１
年
度
（
令
和

３
年
度
）
は
、
村
の
メ
ー
ン
道
路
沿
い
で
30

年
以
上
空
き
家
に
な
っ
て
い
た
築
60
年
以
上

の
住
宅
な
ど
２
軒
を
改
修
。
２
０
２
２
年
度

（
令
和
４
年
度
）
に
は
、
さ
ら
に
２
棟
が
完

成
し
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
４
人
と
そ
の
家

族
、合
計
７
人
の
移
住
を
実
現
で
き
ま
し
た
。

す
で
に
空
き
家
に
な
っ
て
い
る
家
は
も
ち

ろ
ん
、
今
後
空
き
家
に
な
り
そ
う
な
家
が
な

い
か
、
常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
せ
る
よ

う
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
や
っ
と
物
件
が

見
つ
か
っ
て
も
一
番
大
変
な
の
は
や
は
り
持

ち
主
の
説
得
で
す
。

他
人
に
貸
す
前
に
仏
壇
や
墓
を
ど
う
す
る

か
は
も
ち
ろ
ん
、
村
を
出
る
際
に
置
い
た
ま

ま
に
し
て
い
た
荷
物
を
片
づ
け
な
け
れ
ば
い

け
な
い
点
が
、
持
ち
主
に
は
大
き
な
重
荷
の

よ
う
で
し
た
。

そ
こ
で
改
修
が
決
ま
っ
た
住
宅
は
、
大
量

の
荷
物
の
運
び
出
し
や
廃
棄
、
ジ
ャ
ン
グ
ル

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
庭
の
手
入
れ
も
、
役

場
職
員
が
関
わ
り
持
ち
主
と
と
も
に
取
り
組

み
ま
し
た
。

役
場
が
積
極
的
に
関
与
し
た
結
果
、
い
き

な
り
知
ら
な
い
人
に
貸
す
と
い
う
状
況
で
は

な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
地
区
の
責
任
者
と

も
対
話
を
重
ね
た
こ
と
で
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生

時
で
も
集
落
が
見
て
い
て
く
れ
る
、
と
思
っ

て
も
ら
え
る
状
況
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ

も
持
ち
主
の
心
理
的
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
の

に
非
常
に
役
立
っ
た
と
感
じ
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
改
修
す
る
か
も
工
夫
を
重
ね

ま
し
た
。

多
く
の
貸
主
が
、
先
祖
代
々
の
家
を
あ
ま

り
変
え
た
く
な
い
と
い
う
思
い
を
強
く
持
っ

て
い
ま
す
。
村
と
し
て
も
、
吉
野
林
業
の
村

を
形
作
っ
て
き
た
古
い
木
造
の
趣
を
生
か
し

た
い
と
考
え
ま
し
た
。

断
熱
の
た
め
外
に
面
し
た
建
具
は
２
重
ガ

ラ
ス
の
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
に
替
え
ま
し
た
が
、

室
内
は
古
い
建
具
を
そ
の
ま
ま
利
用
、
台
所

を
土
間
風
に
仕
上
げ
た
物
件
も
あ
り
ま
す
。

担
当
し
た
工
務
店
が
古
民
家
改
修
の
経
験

を
持
っ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
梁

や
古
い
井
戸
を
う
ま
く
生
か
し
て
く
れ
た
こ

と
も
プ
ラ
ス
で
し
た
。
施
工
業
者
の
選
定
も

大
切
で
す
。

４
軒
の
う
ち
２
軒
は
主
要
な
道
路
沿
い
の

同
じ
Ａ
地
区
。
２
世
帯
３
人
が
相
次
い
で
入

居
し
て
、
日
々
家
に
明
か
り
が
つ
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
人
の
気
配
が
増
し
、
地
区
内

は
も
ち
ろ
ん
、
前
を
通
る
他
地
区
の
住
民
に

も
安
心
感
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
区
に
は
食
堂
も
あ
り
ま
す
が
、
人

口
減
少
と
と
も
に
元
気
を
な
く
し
か
け
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
移
住
者
や
彼
ら
を
訪
ね

て
く
る
関
係
者
と
の
交
流
が
増
え
、
彼
ら
が

企
画
す
る
イ
ベ
ン
ト
「
ス
ギ
イ
ロ
市
」
の
会

場
に
も
な
る
な
ど
、
次
第
に
活
気
が
戻
っ
て

き
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
崩
壊
し
か
け
て
い
た
行
事
な

ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
機
能
の
回
復
に
も
プ

ラ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

吉
野
林
業
で
栄
え
て
き
た
村
な
の
で
、
地

区
ご
と
に
毎
冬
行
う
「
山
の
神
」
は
大
切
な

行
事
で
す
。
森
林
作
業
員
は
も
ち
ろ
ん
林
業

と
の
関
わ
り
が
深
い
木
工
関
連
の
移
住
者

も
、
準
備
段
階
か
ら
積
極
的
に
参
加
。
旧
住

民
に
喜
ば
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
移
住

者
に
と
っ
て
も
先
輩
か
ら
村
の
歴
史
や
山
の

話
を
聞
け
る
貴
重
な
機
会
に
な
っ
て
い
る
よ

３
　
苦
労
し
た
点

４
　
反
応

▲空き家改修後 ▲空き家改修前
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う
で
す
。

地
区
の
草
刈
り
や
一
斉
清
掃
な
ど
高
齢
化

で
参
加
者
が
減
る
一
方
だ
っ
た
行
事
で
も
、

移
住
者
が
パ
ワ
ー
を
発
揮
、
欠
か
せ
な
い
存

在
に
な
っ
て
い
ま
す
。

思
い
が
け
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

１
軒
は
風
呂
も
ト
イ
レ
も
改
修
せ
ず
、
薪

風
呂
と
汲
み
取
り
の
ま
ま
に
な
り
ま
し
た
。

京
都
方
面
か
ら
移
住
し
て
き
た
林
業
従
事
者

の
若
者
が
入
居
し
た
の
で
す
が
、
事
前
に
聞

い
た
と
こ
ろ
改
修
不
要
と
の
答
え
が
返
っ
て

き
た
た
め
で
す
。

結
果
、
山
仕
事
か
ら
帰
る
と
ま
ず
一
番
に

薪
で
風
呂
を
沸
か
す
、
と
い
う
暮
ら
し
を
満

喫
さ
れ
て
い
ま
す
。
改
修
自
由
と
い
う
許
可

も
持
ち
主
か
ら
得
て
お
り
、
自
分
た
ち
で
薪

ス
ト
ー
ブ
を
取

り
付
け
る
な
ど

楽
し
み
が
尽
き

な
い
様
子
で

す
。ま

た
移
住
者

の
ツ
テ
で
ベ
テ

ラ
ン
木
工
家
が

来
村
、
そ
こ
に

も
村
の
職
員
が

関
わ
り
空
き
家

を
持
ち
主
か
ら

直
接
借
り
ま
し

た
。
自
力
で
改

修
し
「
半
分
移
住
」
を
実
行
し
た
と
こ
ろ
、

そ
れ
に
ひ
か
れ
て
さ
ら
に
別
の
木
工
家
が
移

住
を
決
め
る
な
ど
、
相
乗
効
果
が
出
て
き
て

い
ま
す
。

古
い
家
が
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
を
目
に
し

て
、
持
ち
主
の
気
持
ち
に
も
変
化
が
起
き
て

い
ま
す
。

改
修
と
い
う
選
択
肢
が
生
ま
れ
、
取
り
壊

す
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
先
祖
代
々
の
家

を
維
持
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
希

望
が
見
え
始
め
た
よ
う
で
す
。

15
年
た
っ
た
ら
再
び
貸
す
の
も
自
分
た
ち

で
住
む
の
も
自
由
な
の
で
、
持
ち
主
に
は

「
そ
の
時
に
は
ぜ
ひ
、
黒
滝
村
に
帰
っ
て
き

て
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

▲手入れされた森林

▲伐採の様子（森林整備：地域おこし協力隊）▲木工集団「スギイロ」（木材加工：地域おこし協力隊）

▲手づくりの木製屋台で、お出迎え▲「スギイロ市」の様子
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空
き
家
や
今
後
住
み
手
が
な
く
な
り
そ
う

な
物
件
の
調
査
を
さ
ら
に
進
め
て
い
き
ま
す
。

同
時
に
、
こ
の
仕
組
み
を
も
っ
と
広
く

知
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の

区
長
を
通
じ
て
持
ち
主
に
説
明
し
、
改
修
を

了
解
し
て
も
ら
う
努
力
を
続
け
た
い
と
思
い

ま
す
。

村
内
12
地
区
の
あ
ち
こ
ち
で
住
宅
を
改
修

し
、
林
業
従
事
者
ら
移
住
・
定
住
者
を
も
っ

と
呼
び
込
む
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
実

現
す
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
機
能
の
復
活

や
地
区
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
、
林

業
・
木
工
の
後
継
者
育
成
も
加
速
し
て
い
く

で
し
ょ
う
。

ま
た
空
き
家
を
改
修
す
る
際
に
、
黒
滝
村

で
伐
採
し
た
材
を
使
う
こ
と
も
課
題
で
す
。

黒
滝
産
の
杉
・
ヒ
ノ
キ
を
活
か
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
唯
一
無
二
の
村
営
住
宅
に
な
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

ま
ず
空
き
家
が
利
用
可
能
か
ど
う
か
調
査

し
、
改
修
費
が
ど
の
く
ら
い
か
か
る
の
か
、

契
約
期
間
（
黒
滝
村
の
場
合
は
15
年
間
）
内

に
ど
れ
だ
け
補
え
る
か
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

行
政
が
持
ち
主
と
借
り
手
の
間
に
入
る
こ

と
で
、
信
頼
感
が
生
ま
れ
交
渉
が
容
易
に
な

り
ま
す
。
そ
の
際
、
互
い
の
望
ん
で
い
る
内

容
を
よ
く
聞
き
、
双
方
に
伝
え
る
こ
と
が
大

事
で
す
。

改
修
に
際
し
て
も
同
様
で
す
。
入
居
予
定

者
に
物
件
を
見
て
も
ら
い
、
要
望
を
取
り
入

れ
な
が
ら
改
修
す
れ
ば
満
足
度
も
変
わ
っ
て

き
ま
す
。
同
時
に
持
ち
主
・
地
区
側
と
も
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
し
、
改
修
に
も

反
映
し
ま
し
た
。

移
住
希
望
者
に
、
地
域
の
行
事
・
作
業
へ

の
参
加
や
住
民
と
の
つ
な
が
り
の
意
義
・
重

要
性
を
よ
く
説
明
し
て
お
く
こ
と
は
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
行
政
自
身
が
地
域
の
つ
な
が
り
を

重
視
し
て
い
る
、
と
持
ち
主
・
地
区
に
知
っ

て
も
ら
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

空
き
家
は
あ
る
の
に
家
が
な
い
、
家
が
な

い
か
ら
移
住
で
き
な
い

―
悪
循
環
を
解

消
す
る
た
め
、
改
修
村
営
住
宅
の
仕
組
み
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
幸
い
、
移
住
者
が
地
区
に

う
ま
く
溶
け
込
み
、
人
が
人
を
呼
ぶ
状
況
が

生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
流
れ
を
逃
さ

ず
、
吉
野
林
業
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
人
材
を

さ
ら
に
増
や
し
て
い
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま

す
。

奈
良
県
黒
滝
村
役
場　

林
業
建
設
課

（
令
和
６
年
３
月
11
日
付
第
３
２
７
２
号
）

５
　
今
後
の
見
通
し

６
　
他
の
自
治
体
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

▲黒滝村工芸品「吉野杉透かし彫り」

「吉野杉透かし彫り」とは？

　吉野杉透かし彫り工芸品は、年輪が緻密で節がなく、

凛とした吉野杉ならではの作品です。吉野杉の特性であ

る、年輪がまっすぐで柔らかい夏目と堅く締まった冬目

が交互になった柾目（まさめ）板を使用し、特殊な機械

と技術によって手作業で丁寧に透かし抜かれ、残された

冬目が簾（すだれ）状の線美で表現された美術工芸品です。
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川
棚
町
は
、
長
崎
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置

し
、
大
村
湾
に
面
し
た
温
暖
で
風
光
明
媚
な

土
地
で
す
。

東
に
は
標
高
６
０
８
メ
ー
ト
ル
の
秀
峰
・

虚こ

空く
う

蔵ぞ
う

山さ
ん

が
そ
び
え
立
ち
ま
す
。
こ
の
山
を

源
流
と
す
る
石
木
川
が
美
し
い
川
棚
川
と
合

流
し
、
町
の
中
央
部
を
流
れ
て
大
村
湾
に
注

川棚町

長崎県 川
かわ

棚
たな

町
ちょう

長崎県

▲虚
こ

空
くう

蔵
ぞう

山
さん

▲町花�おにゆり
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長崎県　�川棚町

森
林
環
境
譲
与
税
を

活
用
し
た

ま
ち
づ
く
り

ポ
イ
ン
ト

•  

森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し
、

ハ
ー
ド
事
業
で
あ
る
保
育
間
伐
及

び
ソ
フ
ト
事
業
で
あ
る
木
材
利

用
・
普
及
啓
発
を
行
っ
て
い
る

•  

保
育
間
伐
は
、
地
域
の
森
林
整
備

の
担
い
手
育
成
・
確
保
に
も
配
慮

•  

木
材
利
用
・
普
及
啓
発
と
し
て
、

県
産
材
を
使
用
し
た
木
製
玩
具
の

制
作
・
配
布
を
実
施

•
森
林
整
備
の
促
進
方
法
を
さ
ら
に

検
討
し
、
よ
り
よ
い
森
林
づ
く
り

を
推
進

町
の
概
要

特
集
　
森
林



い
で
い
ま
す
。

そ
の
清
ら
か
な
流
れ
と
豊
富
な
水
量
は
、

緑
深
い
山
々
や
美
し
い
海
と
調
和
し
、
長
い

歴
史
の
中
で
人
々
の
生
活
を
支
え
、
暮
ら
し

に
潤
い
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
く
じ
ゃ
く
は
、
昭

和
38
年
に
当
時
の
長
崎
県
知
事
が
イ
ン
ド
を

訪
問
し
た
際
、
イ
ン
ド
政
府
か
ら
友
好
の
印

と
し
て
10
羽
が
寄
贈
さ
れ
て
以
降
、
大
崎
自

然
公
園
内
の
「
大
崎
く
じ
ゃ
く
園
」
で
飼
育

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
約
２
０
０
羽
は
飼
育

数
日
本
一
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
夏
に
は
町
内
に
広
く
自
生
す
る

町
花
「
お
に
ゆ
り
」
は
く
れ
な
い
色
の
花

を
咲
か
せ
、
町
内
の
山
林
全
域
に
自
生
す

る
町
木
「
も
っ
こ
く
」
は
常
緑
樹
で
葉
に
光

沢
が
あ
り
、
白
色
五
弁
の
花
を
咲
か
せ
て
い

ま
す
。

本
町
は
、
文
化
11
年
に
東
西
川
棚
村
を
合

併
し
て
川
棚
村
と
な
り
、
昭
和
9
年
11
月
3

日
に
町
制
施
行
し
川
棚
町
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
6
年
度
に
は
、
町
制
施
行
90
周
年
と
い

う
節
目
の
年
を
迎
え
ま
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
中
で
あ
っ
た
昭
和
17
年

に
海
軍
工
廠
が
設
置
さ
れ
、
戦
局
が
激
し
さ

を
増
す
昭
和
19
年
に
は
軍
関
係
の
施
設
が
町

内
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

片
島
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
た
「
川
棚
魚
雷

発
射
試
験
場
跡
」
や
海
軍
特
攻
隊
の
訓
練
を

受
け
た
戦
死
者
の
慰
霊
碑
で
あ
る
「
特
攻
殉

国
の
碑
」
な
ど
、
今
も
な
お
、
多
く
の
戦
時

遺
構
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
町
東
部
に
そ
び
え
る
虚
空
蔵
山
周
辺
で

は
、
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
の
一
環
と
し
て
、

伐
期
を
迎
え
た
町
有
林
（
分
収
林
）
の
立
木

の
所
有
権
を
買
収
し
、
平
成
2
年
に
川
棚
町

悠
久
の
森
条
例
を
制
定
し
、そ
の
森
林
を「
川

棚
町
悠
久
の
森
」
と
定
め
ま
し
た
。
そ
の
名

の
と
お
り
、
永
ら
く
町
民
の
財
産
と
し
て
保

存
し
将
来
に
継
承
す
る
と
と
も
に
、
広
く
森

林
の
大
切
さ
を
広
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
お
り
、
整
備
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

本
町
の
総
面
積
３
、
７
３
５
ha
の
う
ち
森

林
面
積
は
２
、
１
１
７
ha
で
総
面
積
の
57
％

を
占
め
て
お
り
、
民
有
林
面
積
は
２
、
１
１

７
ha
、
そ
の
う
ち
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
等
の
人
工

林
の
面
積
は
１
、
１
６
１
ha
で
あ
り
、
人
工

林
率
55
％
と
県
平
均
42
％
と
比
べ
や
や
高
い

値
と
な
っ
て
い
ま
す
。

人
工
林
の
う
ち
、
8
齢
級
以
上
の
森
林
が

約
１
、
１
０
３
ha
（
95
％
）
あ
り
、
伐
採
時

期
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
木
材
の
安
定
供
給

と
併
せ
、健
全
な
森
林
の
育
成
の
た
め
に
も
、

間
伐
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
本
町
の
森
林
は
地
域
住
民
の
生
活

に
密
着
し
た
里
山
か
ら
、
林
業
生
産
活
動
が

積
極
的
に
実
施
さ
れ
る
人
工
林
、さ
ら
に
は
、

大
径
木
の
広
葉
樹
が
林
立
す
る
天
然
性
林
ま

で
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
林
分
構
成
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
森
林
に
対
す
る
住
民
の

意
識
・
価
値
観
が
多
様
化
し
、
森
林
に
求
め

ら
れ
る
機
能
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

東
部
の
木
場
・
岩
屋
・
猪
乗
地
区
は
、
昔

か
ら
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
造
林
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
お
り
、
齢
級
構
成
も
他
の
地
区
と
比
べ

て
高
く
、
伐
期
を
迎
え
る
林
分
が
多
く
存
す

る
こ
と
か
ら
林
業
生
産
活
動
を
通
じ
、
適
切

に
森
林
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
森
林
経
営

計
画
の
策
定
等
を
通
じ
た
計
画
的
な
間
伐
を

実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
地
区
内
の

「
川
棚
町
悠
久
の
森
」
に
お
い
て
は
、
そ
の

設
置
趣
旨
に
基
づ
き
森
林
整
備
を
行
う
と
と

も
に
、
住
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
の
環
境
整

備
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

南
西
部
の
大
村
湾
に
突
き
出
た
半
島
に

あ
る
大
崎
地
区
は
、
天
然
性
の
広
葉
樹
林

が
広
く
存
し
自
然
景
観
に
優
れ
、
県
立
自
然

公
園
の
指
定
を
受
け
て
お
り
、
公
園
内
に
は

自
然
と
調
和
し
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

が
数
多
く
整
備
さ
れ
、
町
内
外
か
ら
多
く
の

観
光
客
が
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
森
林
と

の
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
の
活
用
が
望
ま
れ

ま
す
。

ま
た
、
大
崎
地
区
は
マ
ツ
が
多
く
生
育
し

て
い
ま
し
た
が
、
森
林
病
害
虫
被
害
に
よ
り

多
く
が
枯
損
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
残
存
し

て
い
る
マ
ツ
の
保
全
に
努
め
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

町
の
歴
史
・
沿
革

森
林
整
備
の
現
状
と
課
題

▲町木�もっこく

▲片島公園の戦時遺構

▲インドくじゃく

41



森
林
経
営
管
理
法
に
基
づ
く
経
営
管
理
権

集
積
計
画
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、
私
有
林

人
工
林
の
意
向
調
査
及
び
現
地
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、東
彼
杵
郡
内
３
町
（
川
棚
町
・

波
佐
見
町
・
東
彼
杵
町
）
が
共
同
で
、
郡
内

の
森
林
事
情
に
精
通
し
地
域
林
政
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
有
す
る
東
彼
杵
郡
森
林
組
合
へ
事
務

委
託
す
る
こ
と
で
効
率
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

森
林
経
営
管
理
制
度
を
円
滑
に
進
め
る
た

め
に
、
本
町
の
森
林
経
営
管
理
制
度
実
施
方

針
に
基
づ
い
て
業
務
を
進
め
て
お
り
ま
す

が
、
森
林
経
営
管
理
制
度
の
認
知
度
が
低
い

こ
と
や
、
森
林
所
有
者
の
高
齢
化
に
伴
い
制

度
説
明
等
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
所
有
山
林
を
把
握

し
て
い
な
か
っ
た
り
、
関
心
が
な
い
等
の
理

由
に
よ
り
意
向
調
査
へ
の
回
答
が
な
い
こ
と

で
、
調
査
が
進
ま
な
い
現
状
が
あ
り
ま
す
。

回
答
が
な
い
所
有
者
に
は
、
調
査
票
を
再

配
布
し
て
い
ま
す
。
他
に
も
、
調
査
票
の
様

式
を
わ
か
り
や
す
く
し
た
り
、
所
有
者
が
高

齢
者
の
場
合
は
家
族
の
方
の
同
席
の
も
と
説

明
し
ご
回
答
い
た
だ
い
た
り
と
、
調
査
業
務

が
円
滑
に
進
む
よ
う
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し

て
お
り
ま
す
。

経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
策
定
し
た
森
林

に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
画
に
基
づ
き
保
育
間
伐

（
伐
捨
間
伐
）
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

保
育
間
伐
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
当

該
森
林
の
調
査
等
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
本

町
職
員
の
技
術
・
知
識
や
人
員
が
不
足
し
て

い
る
た
め
、
林
業
調
査
業
者
へ
業
務
を
委
託

し
て
お
り
ま
す
。

保
育
間
伐
業
務
つ
い
て
は
、
森
林
環
境
譲

与
税
を
財
源
と
し
た
事
業
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
地
域
の
森
林
整

備
の
担
い
手
育
成
の
た
め
、
県
内
の
認
定
林

業
事
業
体
で
「
林
業
経
営
体
の
育
成
に
つ
い

て
（
平
成
30
年
29
林
政
経
第
３
１
６
号
林
野

庁
長
官
通
知
）」
に
基
づ
く
育
成
を
図
る
林

業
経
営
体
に
選
定
さ
れ
て
い
る
事
業
者
へ
業

務
を
委
託
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
長
崎
県
や
東
彼
杵
郡
内
３
町

で
連
携
し
、
東
彼
杵
郡
森
林
組
合
の
健
全
経

営
や
育
成
強
化
を
図
る
た
め
、
組
合
が
実
施

す
る
林
業
研
究
グ
ル
ー
プ
の
普
及
推
進
活
動

や
林
業
の
担
い
手
対
策
に
助
成
し
て
き
て
お

り
、
高
性
能
林
業
機
械
（
フ
ォ
ワ
ー
ダ
、
プ

ロ
セ
ッ
サ
）
の
導
入
に
際
し
て
も
助
成
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
町
内
の
林
業
経
営
体
は

前
述
の
東
彼
杵
郡
森
林
組
合
の
み
と
な
っ
て

お
り
、
林
業
の
担
い
手
不
足
も
深
刻
な
問
題

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
町
民
の
森
林
に
対
す
る
意
識
向

上
を
図
り
、将
来
の
林
業
の
担
い
手
を
育
成
・

確
保
す
る
た
め
に
、
森
林
環
境
譲
与
税
を
活

用
し
、
林
業
体
験
や
森
林
教
室
等
を
開
催
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

木
育
の
推
進
を
進
め
る
た
め
に
、
県
産
材

を
使
用
し
た
木
製
玩
具
を
令
和
3
年
度
は
町

内
の
認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
園
に
、
令
和
4

年
度
か
ら
は
3
歳
児
健
診
に
来
場
し
た
幼
児

に
配
布
し
て
い
ま
す
。

こ
の
木
製
玩
具
は
、「
木
の
優
し
い
肌
ざ
わ

り
を
多
く
の
子
供
た
ち
に
楽
し
ん
で
も
ら
い
、

大
切
な
森
林
を
身
近
に
感
じ
て
ほ
し
い
」
と
い

う
趣
旨
で
企
画
さ
れ
、
長
崎
県
と
民
間
製
作
所

が
共
同
制
作
し
た
も
の
で
、
ハ
ー
ト
の
デ
ザ
イ

ン
に
は
親
子
の
手
を
合
わ
せ
た
ハ
ー
ト
を
イ

メ
ー
ジ
し
、
木
の
や
わ
ら
か
さ
や
音
を
感
じ
な

が
ら
楽
し
い
時
（
リ
ズ
ム
）
を
刻
ん
で
ほ
し
い

と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

表
面
の
仕
上
げ
で
は
、
県
内
の
ろ
う
学
校

や
特
別
支
援
学
校
の
生
徒
の
皆
さ
ん
に
も
ご

協
力
い
た
だ
き
制
作
さ
れ
て
お
り
、
無
垢
の

優
し
い
肌
触
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し
、ハ
ー

ド
事
業
で
あ
る
保
育
間
伐
及
び
ソ
フ
ト
事
業

で
あ
る
木
材
の
利
用
・
普
及
啓
発
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
森
林
環
境
譲
与
税
の

趣
旨
に
基
づ
き

森
林
の
整
備
に

関
す
る
施
策
・

森
林
の
整
備
の

施
策
に
関
す
る

促
進
の
方
法
を

さ
ら
に
検
討
し
、

よ
り
良
い
森
林

づ
く
り
を
進
め

て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

長
崎
県
川
棚
町

農
林
水
産
課

（
令
和
６
年
３
月
25
日
付
第
３
２
７
４
号
）

森
林
経
営
管
理
意
向
調
査
等

森
林
経
営
管
理
事
業

地
域
の
林
業
経
営
体
へ
の
支
援

木
材
利
用
・
普
及
啓
発

今
後
に
つ
い
て

▲

フ
ォ
ワ
ー
ダ

▲

プ
ロ
セ
ッ
サ

▲

な
が
さ
木
ハ
ー
ト
の
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
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