
烏
取
県
智
頭
町
で
自
伐
型
林
菜
グ
ル
ー
プ

「智
頭
ノ
森
ノ
学
ピ
舎
」
を
迎
常
す
る
大
谷
訓
大
さ
ん

森
林
を
管
理
す
る
担
い
手
の
育
成
は
大
き
な
課
題
だ
。
法
改
正
の
目
指
す
大
規
模

化
の
方
向
と
は
別
の
、
森
林
を
守
る
方
法
は
あ
る
の
か
。
町
の
財
産
で
あ
る
町
有

林
を
生
か
し
な
が
ら
、
地
域
住
民
や
移
住
者
と
と
も
に
小
規
模
分
散
型
林
業
を
実

践
し
、
森
林
と
集
落
の
暮
ら
し
を
守
る
鳥
取
県
智
頭
町
の
活
動
を
取
材
し
た
。

撮
影
／
越
智
買
雄

文
／
上
垣
喜
毀

国
有
林
の
よ
う
な
公
共
の
森
林
を
活

用
し
、
森
林
を
管
理
す
る
担
い
手
の
育

成
に
つ
な
げ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
中

国
地
方
の
山
間
に
あ
る
人
口
約
7
0
0
 

0
人
の
鳥
取
県
智
頭
町
だ
。

く
に

ひ
ろ

同
町
に
住
む
大
谷
調
大
さ
ん

(38)
は、

田
ん
ぼ
約
1
.
5
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
、
約

40
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
山
林
を
先
代
か
ら
引

き
継
い
で
い
る
。
大
阪
で
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
と
し
て
勤
務
し
た
後
、
海
外
生
活
を

経
て
、

2
0
1
0年
に
地
元
で
あ
る
同

町
に
U
タ
ー
ン
し
た
。

大
谷
さ
ん
が
取
り
組
む
林
業
は
、
森

林
所
有
者
や
地
域
住
民
が
山
に
入

っ
て

自
ら
木
材
を
切
り
出
す
林
業
で
、「
自

伐
型
林
業
」
と
呼
ば
れ
る
。
短
期
的
な

生
産
最
を
追
い
求
め
る
大
規
模
林
業

（
伐
採
業
）
と
迎
い
、
間
伐
材
を
生
産

し
な
が
ら
残
っ
た
木
の
蓄
積
拭

（在
庫
）

を
増
や
す
長
期
視
点
の
持
続
的
森
林
経

営
だ
。
低
投
資
・
低
コ
ス
ト
で
で
き
る

た
め
、
現
状
の
材
価
で
も
手
元
に
収
入

が
残
る
手
法
と
し
て
全
国
で
実
践
者
が

増
え
て
い
る
。

15
年
に
大
谷
さ
ん
を
中
心
に
し
た
自

伐
型
林
業
グ
ル
ー
プ

「智
頭
ノ
森
ノ
学

ゃ

ビ
舎」

が
立
ち
上
が
っ
た
。
智
頭
町
で

ぱ
、
担
い
手
育
成
の
た
め
の
事
業
に
予

算
を
つ
け
、
所
有
す
る
約
58
ヘ
ク
タ
ー

朽
手
林
業
行
に
山
を
開
放

い
か
に
安
心
し
て
暮
ら
す
か

ル
の
町
有
林
を
智
頭
ノ
森
ノ
学
ビ
舎
に

提
供
、
そ
こ
を
活
用
し
た
、
誰
も
が
林

業
を
学
べ
る
研
修
を
委
託
し
た
。
こ
れ

が
新
規
林
業
者
増
加
の
大
き
な
き
っ
か

け
と
な
っ
た
。
30
代
を
中
心
に
町
内
外

か
ら
参
加
者
が
集
ま
り
、
設
立
当
初
は

6
人
だ

っ
た
メ
ン
バ
ー
は
3
年
間
で
25

人
に
な
っ
た
。

大
谷
さ
ん
は
、

「
数
年
前
ま
で
、
孤

独
に
我
流
で
林
業
を
し
て
い
た
の
が
う

そ
の
よ
う
で
す
。
今
は

一
緒
に
学
び
、

仕
事
を
し
て
、
飲
み
交
わ
せ
る
仲
間
が

増
え
て
き
ま
し
た
」
と
、
身
の
回
り
の

変
化
を
振
り
返
る
。

「
U
タ
ー
ン
し
た
私
と
違
い
、
自
伐

型
林
業
の
参
入
者
の
多
く
は
、
自
身
の

山
林
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
町
が
町
有

林
を
提
供
し
、
担
い
手
の
育
成
の
バ

ッ

ク
ア
ッ
プ
を
し
て
く
れ
た
こ
と
は
、
森

林
や
林
業
に
興
味
の
あ
る
若
者
に
最
初

の
一
歩
を
踏
み
出
す
チ
ャ
ン
ス
を
つ
く

り
ま
し
た
」
（大
谷
さ
ん
）

智
頭
町
に
よ
る
林
業
者
育
成
の
発
端

は、

14
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。

当
時
は
、
「
消
滅
可
能
性
都
市
」
と

い
う
言
業
が
全
国
的
に
広
が
っ
た
頃
だ

っ
た
。
若
年
女
性
人
口
の
推
移
か
ら
将

来
の
出
生
数
を
予
測
し
、

全
国
の
地
方

自
治
体
を
ラ
ン
ク
付
け
し
た
も
の
で
、

生活と自治 2019年12月号 10 
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人
口
が
減
少
し
た
町
の
将
来
の
姿
を
数

値
で
示
し
て
い
た
。
国
は
「地
方
創
生
」

を
叫
び
、
全
国
の
自
治
体
に
将
来
ビ
ジ

ョ
ン
を
立
案
さ
せ
た
。

智
頭
町
も
15
年
に
「
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生

智
頭
町
総
合
戦
略
」
を

発
表
。
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る

と
い
う
よ
り
も
、
減
少
は
避
け
ら
れ
な

い
こ
と
を
前
提
と
し
て

「
い
か
に
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
か
」
を
中
心
課
題
に
据

え
た
。

柱
の

一
っ
に
「
自
伐
林
家
の
郷
」
と

い
う
構
想
が
あ
っ
た
。
同
町
は
、
面
積

の
約
93
％
は
森
林
で
あ
り
、
林
業
で
栄

え
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
こ
の
地
で
、

林
業
の
担
い
手
を
育
成
す
る
こ
と
は
新

た
な
仕
事
の
創
出
と
と
も
に
、
森
林
の

継
承
者
の
育
成
に
も
つ
な
が
る
。
構
想

の
具
体
策
の

―
つ
が
、
町
が
持
つ
町
有

林
の
無
償
提
供
だ
っ
た
。
さ
ら
に
山
の

所
有
者
と
新
規
の
林
業
者
を
マ
ッ
チ
ン

グ
さ
せ
る
「
山
林
バ
ン
ク
」
を
つ
く
り
、

都
市
住
民
を
自
伐
型
林
業
者
と
し
て
受

け
入
れ
る

「地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
の

制
度
も
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

し
か
し

「安
心
し
た
古
な
ら
し
」
は
林

業
だ
け
で
は
実
現
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

森
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
自
然
の
中
で

幼
児
教
育
を
行
う
「森
の
よ
う
ち
え
ん
」

や
、
子
育
て
世
代
の
移
住
希
望
者
向
け

に
、
す
ぐ
に
入
居
で
き
る
住
宅
の
シ
ェ

ア
ハ
ウ
ス
事
業
を
後
押
し
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

「

lJ番
」
が
森
を
守
る

町
の
支
援
策
の
狙
い
は
的
中
し
、
林

業
に
魅
力
を
感
じ
た
町
内
外
の
住
民
が

集
っ
た
。
提
供
さ
れ
た
町
有
林
が
、
新

規
の
自
伐
型
林
業
者
に
よ
っ
て
整
備
さ

れ
て
い
く
の
を
見
る
う
ち
に
、
町
内
の

森
林
所
有
者
か
ら

「
山
を
任
せ
た
い
」

と
い
う
声
も
あ
が

っ
て
き
た
。
山
の
管

理
を
任
さ
れ
て
林
業
を
本
格
的
に
実
践

す
る
メ
ン
バ
ー
が
誕
生
し
始
め
、
町
と

山
で
仕
事
を
つ
く
る
兼
業
型
の
林
業
者

が
智
頭
町
で
生
ま
れ
て
い
る
。

智
頭
町
の
活
動
を
調
査
し
て
い
る
烏

や

な
か

取
大
学
地
域
学
部
の
教
授
、
家
中
茂
さ

ん
は
、
自
伐
型
林
業
を
展
開
す
る
若
手

グ
ル
ー
プ
の
働
き
方
に
注
目
す
る
。

「
こ
れ
ま
で
林
業
と
言
え
ば
、
森
林

組
合
や
事
業
体
で
、
専
業
と
し
て
従
事

す
る
の
が
基
本
で
し
た
。
自
伐
型
林
業

は
、
複
数
の
仕
事
を
組
み
合
わ
せ
た

「生
業
J

を
つ
く
っ
て
い
る
林
業
者
た

ち
が
多
い
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
り
ま

す
」
と
言
う
。

智
頭
ノ
森
ノ
学
ビ
舎
に
合
流
し
始
め

た
メ
ン
バ
ー
の
過
半
数
は
、
一
度
も
林

業
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
未
経
験
者

だ
。
料
理
人
や
保
育
士
、
大
工
、
パ
ン

屋
、
庭
師
、
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
経
営
者
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
を
持
ち
な
が
ら
、

森
と
関
わ
っ
て
暮
ら
そ
う
と
し
て
い
る
。

中
に
は
、
町
の
福
祉
課
と
連
携
し
、
福

祉
の
視
点
か
ら
地
域
づ
く
り
を
担
う

「
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
も

生
ま
れ
、
高
齢
化
す
る
過
疎
山
村
の
貴

重
な
人
材
に
な
っ
て
い
る
。

家
中
さ
ん
は
こ
う
続
け
る
。

「智
頭
で
活
動
す
る
若
手
の
動
き
は
、

樹
木
を
伐
採
し
て
販
売
す
る
と
い
う
林

業
を
柱
と
し
、
山
村
の
暮
ら
し
に
根
ざ

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
新
し
い
助

け
合
い
、

互
助
組
織
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
過
疎
化
す
る
山
村
で
は
、
旧
来

の
互
助
組
織
が
弱
体
化
し
、
社
会
の
変

化
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
い
。
自
治
体
や

N
P
Oと
い
っ

た
組
織
が
代
役
を
担
う
に
は
限
界
も
あ

り
ま
す
。
森
林
と
い
う
現
境
の
も
と
で
、

自
然
の
生
育
の
範
囲
で
生
活
し
、
仲
間

同
士
が
小
さ
な
仕
事
の
創
出
を
通
じ
て

生
活
を
安
定
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
智
頭

の
若
手
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
こ
れ
ま

で
に
な
い
動
き
で
す
」

同
町
に
は
、

「
山
番

（や
ま
ば
ん
）
」

と
い
う
言
業
が
あ
る
。
山
の
番
頭
さ
ん

の
意
味
で
、
一
度
携
わ
っ
た
山
か
ら
離

れ
ず
、
責
任
を
持
っ
て
手
入
れ
を
す
る

こ
と
に
由
来
す
る
。
限
ら
れ
た
人
員
で

広
大
な
森
林
を
伐
採
す
る
林
業
と
は
別

に
、
兼
業
型
で
自
伐
型
林
業
を
す
る
人

た
ち
が
山
に
張
り
付
き
、
森
林
と
集
落

の
面
倒
を
見
る
。
そ
れ
が
、
過
疎
の
進

ん
だ
山
村
で
も
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
智

．頭
町
の
形
だ
。

・ー、

大谷訓大さんの住む、鳥取照智頭町の那岐（なぎ）集落
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