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地
生
態
系
の
中
に
仕
立
て
ら
れ
た
平
地
林
に
求
め
る
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ど
こ
の
農
家
で
も
ケ
ヤ
キ
（
欅
）
な
ど
の
屋
敷
森
と
、
生
け
垣
に
囲
ま
れ
て
家
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
農
家

の
庭
は
、
農
産
物
の
脱
穀
、
穀
物
の
干
し
場
な
ど
、
農
作
業
場
の
広
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
冬
、
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
く
と
霜
柱
が
立
ち
、
こ
の
庭
も
昼
間
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
ぬ
か
る
ん
で
し
ま
う
。
麦
の
棒
打
ち
を
は

じ
め
農
家
の
庭
は
農
作
業
を
す
る
場
に
も
な
る
の
で
、
ぬ
か
る
ま
な
い
よ
う
に
大
切
に
し
た
。
こ
こ
に
落
ち
葉

を
敷
き
詰
め
て
お
く
と
、
霜
柱
が
立
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
落
ち
葉
の
上
を
歩
く
と
ガ
サ
ッ
ゴ
ソ
ッ
と
音
が
し

て
、
夜
間
の
防
犯
上
も
都
合
が
良
か
っ
た
と
い
う
。
庭
に
敷
き
詰
め
た
落
ち
葉
も
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
、
春

の
彼
岸
頃
に
は
再
び
か
き
集
め
ら
れ
、
堆
肥
置
き
場
に
積
み
込
ま
れ
て
堆
肥
と
な
っ
た
。

萌
芽
更
新
と
農
用
林

　

落
ち
葉
の
採
取
が
終
わ
る
と
、
伐
り
時
に
な
っ
た
林
を
伐
る
作
業
に
と
り
か
か
る
。
ク
ヌ
ギ
や
コ
ナ
ラ
は

二
五
年
以
上
も
経
つ
と
樹
勢
が
弱
く
な
っ
て
く
る
の
で
、
農
民
は
定
期
的
に
林
を
伐
っ
て
更
新
さ
せ
な
が
ら
薪

を
採
取
し
て
い
た
。
木
を
伐
る
と
切
り
株
か
ら
新
し
い
萌
芽
枝
を
だ
し
て
、
そ
の
ま
ま
生
長
し
て
い
く
樹
種
が

あ
る
。
数
年
後
に
伸
び
て
込
み
合
っ
て
き
た
孫
生
の
中
か
ら
曲
が
っ
た
も
の
や
生
育
の
悪
い
も
の
を
切
っ
て
、

数
を
二
、三
本
に
減
ら
す｢

も
や
か
き｣

と
い
う
作
業
を
行
う
。
新
し
く
植
林
す
る
必
要
が
な
い
上
に
、
元
の

木
の
根
は
大
き
く
張
っ
た
ま
ま
な
の
で
、
こ
の
芽
は
育
つ
の
が
早
い
。
こ
れ
を
利
用
し
た
林
の
再
生
は
萌
芽
更
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新
と
呼
ば
れ
、
萌
芽
力
の
強
い
ク
ヌ
ギ
や
コ
ナ
ラ
は
、
簡
単
に
林

の
更
新
が
で
き
た
。
し
か
し
萌
芽
更
新
を
さ
せ
る
た
め
に
は
、
い

つ
伐
木
し
て
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
伐
っ
て
よ
い
時
期
は
、
樹

木
の
生
長
休
止
期
に
入
る
一
一
月
か
ら
翌
年
の
二
月
下
旬
ま
で

で
、
三
月
に
入
っ
て
か
ら
伐
る
と
樹
木
の
萌
芽
力
が
低
下
す
る
の

で
、
必
ず
そ
れ
ま
で
に
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

伐
木
す
る
時
期
は
林
地
の
地
形
や
土
壌
な
ど
に
よ
っ
て
多
少

異
な
る
が
、
お
お
よ
そ
一
五
～
二
〇
年
周
期
が
一
般
的
で
あ
っ

た
。
し
か
し
中
に
は
土
壌
の
条
件
が
良
く
て
、
わ
ず
か
七
年
ぐ
ら

い
で
伐
れ
る
ほ
ど
生
長
の
早
い
ヤ
マ
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
林
は

七
五
三
の
「
帯お

び

解と
き

の
祝
い
」
に
な
ぞ
ら
え
て
「
帯
解
ヤ
マ
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
。

　

萌
芽
更
新
に
よ
っ
て
再
生
し
た
林
は
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
、

す
ぐ
に
そ
れ
と
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
根
元
か
ら
ま
っ
す
ぐ
一
本
の

幹
で
立
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
、
根
元
で
数
本
が
く
っ
つ
き

合
っ
た
り
、
と
き
に
は
そ
れ
が
輪
生
し
た
り
し
て
株
立
ち
し
て
い

る
か
ら
だ
。
ま
た
、
萌
芽
更
新
を
し
て
い
た
頃
は
林
内
に
巨
木
は

3-7　萌芽更新された林（左）と「もやかき」（右）� 【口絵❺参照】
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な
く
、
木
の
太
さ
も
高
さ
も
揃
っ
て
い
た
。
定
期
的
に
伐
っ
て
い
た
頃
の
平
地
林
な
ら
、
樹
高
も
高
く
て
も
せ

い
ぜ
い
10
ｍ
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ア
カ
マ
ツ
は
萌
芽
力
が
弱
く
て
「
一
代
限
り
」
な
の
で
、
根
元
か

ら
樹
冠
ま
で
一
本
の
幹
が
通
っ
て
い
る
。
ア
カ
マ
ツ
を
伐
る
時
に
ま
っ
す
ぐ
伸
び
た
姿
の
よ
い
も
の
は
、
伐
ら

ず
に
母
樹
と
し
て
10
ａ
当
た
り
一
〇
本
前
後
残
し
て
、
天
然
下
種
更
新
を
行
っ
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
萌
芽
更
新
を
止
め
て
し
ま
え
ば
、
や
が
て
は
自
然
の
遷
移
に
よ
り
極
相
の
常
緑
広
葉
樹
林

へ
と
戻
っ
て
し
ま
う
。
落
葉
広
葉
樹
林
を
永
続
的
に
維
持
し
、
農
用
林
と
し
て
の
利
用
を
続
け
る
た
め
に
は
、

森
林
が
極
相
の
常
緑
広
葉
樹
に
遷
移
す
る
の
を
何
と
し
て
も
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、下
刈
り
、

落
ち
葉
掃
き
、
萌
芽
更
新
と
い
っ
た
人
為
的
作
業
に
よ
っ
て
植
生
の
偏
向
遷
移
を
さ
せ
て
、
三
富
新
田
の
落
葉

広
葉
樹
林
の
平
地
林
が
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
３-

５
の
図
、
３-

５-

１
、３-

５-

２
の
写
真
参
照
）。

　

一
九
六
〇
年
代
中
頃
に
な
る
と
「
燃
料
革
命
」
が
全
国
的
に
進
行
し
、
薪
炭
材
の
需
要
が
な
く
な
っ
て
農
村

に
ま
で
石
油
や
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
な
ど
が
普
及
し
て
く
る
と
、樹
高
が
以
前
と
比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん
高
く
な
っ
た
。

人
間
社
会
だ
け
で
な
く
、
平
地
林
に
も
高
齢
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
が
生
き

て
い
く
た
め
に
は
、
若
い
林
も
中
年
の
林
も
年
老
い
た
林
も
、
そ
れ
ぞ
れ
適
当
な
割
合
で
存
在
す
る
形
が
理
想

で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
平
地
林
の
樹
木
が
利
用
さ
れ
ず
萌
芽
更
新
も
さ
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
け
ば
、
や
が
て

年
老
い
た
林
ば
か
り
に
な
り
、
生
物
の
多
様
性
も
保
持
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

農
民
が
平
地
林
を
必
要
と
し
た
の
は
、
落
ち
葉
堆
肥
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
平
地
林
か
ら
燃
料
に
な
る
薪

や
粗そ

朶だ

、
家
屋
や
納
屋
の
補
修
材
、
屋
根
葺
材
料
の
カ
ヤ
な
ど
が
入
手
で
き
た
し
、
食
料
用
の
カ
タ
ク
リ
、
ワ

ラ
ビ
な
ど
の
山
菜
や
キ
ノ
コ
、
セ
ン
ブ
リ
や
イ
カ
リ
ソ
ウ
な
ど
の
薬
草
な
ど
も
採
れ
た
。
ま
た
、
燃
料
に
な
る

薪
や
粗
朶
な
ど
も
得
て
い
た
。薪
を
採
取
す
る
た
め
に
一
五
～
二
〇
年
周
期
で
平
地
林
を
伐
採
し
、「
萌
芽
更
新
」
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3-8　平地林からの賜物　
カヤ葺き屋根、軒下の薪、苗床、採取した落ち葉、こうした様子
は 1970 年代中頃までみられた� 【口絵❸参照】

3-9　農用林（模式図）� 犬井（1996）による

ラ
ビ
な
ど
の
山
菜
や
キ
ノ
コ
、
セ
ン
ブ
リ
や
イ
カ
リ
ソ
ウ
な
ど
の
薬
草
な
ど
も
採
れ
た
。
ま
た
、
燃
料
に
な
る

薪
や
粗
朶
な
ど
も
得
て
い
た
。薪
を
採
取
す
る
た
め
に
一
五
～
二
〇
年
周
期
で
平
地
林
を
伐
採
し
、「
萌
芽
更
新
」
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に
よ
っ
て
容
易
に
平
地
林
を
再
生
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
屋
根
葺
材
料
の
ス
ス
キ
な
ど
の
カ
ヤ
も
入
手
で
き
、
食
料
に
な
る
キ
ノ
コ
や
野
草
も
採
れ
た
。

つ
ま
り
、平
地
林
は
農
業
の
再
生
産
や
、農
家
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
林
野
で
、農
用
林
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

建
築
用
材
の
生
産
を
主
目
的
と
し
て
い
る
育
林
地
帯
の
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
常
緑
針
葉
樹
の
山
林
と
は
、
樹
種
も

役
割
も
異
な
っ
て
い
る
。
関
東
平
野
の
平
地
林
は
大
部
分
が
ク
ヌ
ギ
・
コ
ナ
ラ
林
や
、
ア
カ
マ
ツ
林
を
主
体
と

し
た
農
用
林
で
あ
る
。
ま
た
、短
冊
型
地
割
の
最
後
部
に
配
さ
れ
た
平
地
林
は
、隣
家
の
林
と
連
な
り
冬
の
空
っ

風
か
ら
集
落
全
体
の
畑
地
の
土
や
屋
敷
を
護
る
と
と
も
に
、
台
地
や
丘
陵
に
降
っ
た
雨
を
直
ち
に
流
し
去
ら
な

い
よ
う
に
す
る
保
水
機
能
も
果
た
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
集
落
の
周
り
に
は
伐
採
さ
れ
た
ば
か
り
の
林
や
、
生

育
の
段
階
の
途
中
に
あ
る
林
な
ど
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
存
在
し
て
い
た
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
の
動
植
物
た
ち
が

生
息
す
る
事
が
可
能
な
た
め
、
生
物
多
様
性
が
巧
ま
ず
し
て
保
持
さ
れ
て
き
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
の

関
東
平
野
の
台
地
や
丘
陵
上
の
畑
作
地
帯
で
は
、
分
家
を
出
す
場
合
や
小
作
地
に
は
、
畑
地
と
平
地
林
を
必
ず

セ
ッ
ト
に
す
る
慣
行
が
あ
っ
た
。
戦
後
の
農
地
改
革
の
時
で
す
ら
、
平
地
林
は
農
地
解
放
の
対
象
に
は
な
ら
な

か
っ
た
の
に
、
地
主
か
ら
畑
地
と
一
緒
に
平
地
林
の
解
放
も
勝
ち
取
っ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た

事
実
を
み
て
も
、
こ
の
地
域
の
農
民
に
と
っ
て
平
地
林
が
い
か
に
重
要
な
生
産
手
段
で
あ
っ
た
の
か
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
里
山
と
し
て
の
平
地
林
の
利
用
方
法
や
利
用
形
態
は
、
ま
さ
に
関
東
平
野
の
台
地
に
生
き

る
畑
作
農
民
の
知
の
体
系
で
あ
る
。
現
在
、
私
た
ち
が
見
て
い
る
三
富
地
域
の
平
地
林
の
多
く
は
、
各
戸
で
耕

地
生
態
系
の
中
に
里
山
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
、
短
冊
型
地
割
の
最
後
部
に
配
さ
れ
た
平
地
林
が
連
な
っ
た
も
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の
で
あ
り
、
自
然
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

平
地
林
、
雑
木
林
、
里
山

　

関
東
平
野
の
約
六
割
を
占
め
る
洪
積
台
地
に
は
、
畑
地
と
結
び
つ
い
た
平
地
林
が
み
ら
れ
る
。
農
民
は
こ
の

平
地
林
を
「
ヤ
マ
」
と
呼
び
、
け
し
て
「
雑ぞ

う

木き

林ば
や
し」
な
ど
と
は
い
わ
な
い
。
徳と
く

冨と
み

蘆ろ

花か

の
『
自
然
と
人
生
』
の

雑
木
林
や
、
国
木
田
独
歩
の
『
武
蔵
野
』
の
落お

ち

葉ば

林り
ん

の
よ
う
に
、
自
然
主
義
文
学
者
の
文
芸
作
品
の
中
で
、
武

蔵
野
の
平
地
林
の
あ
る
美
し
い
田
園
風
景
が
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
武
蔵
野
の
ク
ヌ
ギ
・
コ

ナ
ラ
か
ら
な
る
平
地
林
を
、
雑
木
林
や
落
葉
林
と
し
て
新
た
に
風
景
価
値
を
評
価
し
た
の
は
、
日
本
の
産
業
革

命
期
に
あ
た
る
二
〇
世
紀
初
頭
の
自
然
主
義
文
学
者
で
あ
っ
た
。
確
か
に
雑
木
林
に
冠
さ
れ
た
「
雑
」
の
字
は

雑
種
、
雑
用
、
雑
役
、
雑ざ

魚こ

な
ど
と
同
様
に
、
武
蔵
野
の
農
民
が
平
地
林
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
農
用
林
と
し

て
の
「
重
要
・
不
可
欠
」
と
い
う
感
覚
と
は
程
遠
い
感
じ
を
与
え
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
農
民
で
は
な
く
い
わ

ば
傍
観
者
と
し
て
美
し
い
平
地
林
を
見
た
文
学
者
も
、
お
そ
ら
く
平
地
林
が
農
民
に
と
っ
て
農
家
生
活
や
、
農

業
生
産
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
農
用
林
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
ま
で
は
達
す
る
こ
と
な
く
、「
雑
木
林
」
と
い

う
語
を
用
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
、
一
年
中
、
姿
形
を
大
き
く
変
え
ず
凛
と
し
て
そ
び
え
立
っ

た
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
針
葉
樹
林
よ
り
も
、
春
の
新
緑
、
夏
の
緑
陰
、
秋
の
紅
葉
、
冬
の
落
葉
と
四
季
折
々

趣
の
あ
る
姿
を
み
せ
て
く
れ
る
落
葉
広
葉
樹
林
の
方
に
親
し
み
を
感
じ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。


