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対馬林業公社の発足について

県農

一式匠

　
県
で
は
、
昨
年
秋

か
ら
対
馬
の
林
業
開

発
を
は
か
る
た
め
、

社
団
法
人
対
馬
林
業

公
社
の
構
想
を
進
め

て
い
ま
し
た
が
、
去

る
六
月
十
日
対
馬
厳

原
町
に
お
い
て
そ
の

創
立
総
会
を
開
催

し
、
い
よ
く
発
足

す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
対
馬
は
、
全
面
積

の
九
十
三
パ
ー
セ
γ

ト
が
林
野
で
占
め
ら

れ
、
し
か
も
、
そ
の

大
部
分
は
天
然
生
の

雑
木
林
ば
か
り
で
、

経
済
的
に
値
打
ち
の

あ
る
人
工
林
は
わ
ず

か
に
、
そ
の
七
パ
ー

セ
ン
ト
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。
県
全
体
に
つ
い

て
人
工
林
の
全
林
野

に
対
す
る
割
合
は
、

福
岡
県
が
五
十
四
パ

ー
セ
ン
ト
、
佐
賀
県

が
四
十
ニ
パ
ー
セ
γ

ト
、
本
県
の
平
均
が
二
十
三
パ
ー

セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
し
て
、
い

か
に
対
馬
の
人
工
造
林
が
遅
れ
て

い
る
か
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
対
馬
の
気
象
や
土
地
条
件
は
人

工
造
林
に
適
し
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
、
資
金
不
足

や
県
の
助
成
不
充
分
等
の
た
め
、

計
画
的
な
人
工
造
林
が
進
ま
な
か

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
県
は
積
極
的
に
林
業

開
発
を
進
め
る
た
め
に
四
月
一
日

か
ら
対
馬
に
林
業
指
導
所
を
設
置

し
、
民
有
林
五
七
、
○
○
○
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
六
十
パ
ー
セ
γ
ト
を
人

工
林
に
す
る
た
め
、
三
〇
、
O
O

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
十
五
年
か
ら
二

十
年
の
間
に
実
現
す
る
よ
う
計
画

を
た
て
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
計
画
造
林
は
従
来
か
ら
の

自
営
造
林
、
官
行
造
林
、
県
行
造

林
あ
る
い
は
パ
ル
プ
会
社
に
よ
る

分
収
造
林
と
と
も
に
、
新
し
い
方

法
と
し
て
公
社
造
林
の
方
式
を
採

用
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
公
社
造
林
の
実
行
機
関
と
な
る

林
業
公
社
は
、
社
団
法
人
で
、
県

対
馬
の
各
町
村
並
び
に
森
林
組
合

か
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

　
公
社
が
対
象
と
す
る
林
野
は
、

主
と
し
て
部
落
有
林
で
、
公
社
は

森
林
所
有
者
か
ら
、
植
栽
、
保
育
、

間
伐
か
ら
主
伐
ま
で
の
山
林
経
営

の
委
託
を
う
け
、
約
三
十
五
犯
、
後

に
主
伐
を
行
つ
で
、
、
・
て
の
契
約
を

終
り
ま
す
。

　
契
約
が
終
了
し
た
と
き
に
、
そ

を
社
員
レ
一
し
！
、
、

運
営
資
金
は
造
材

補
助
金
、
農
林
漁

業
金
融
公
・
厘
か
ら

の
借
入
金
、
前
生

樹
の
収
入
な
ど
を

あ
て
、
不
足
分
は

県
と
地
元
町
村
か

、
ら
の
借
入
金
－
、
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
O

の
委
託
山
悼
？
ワ
げ
チ
凶
た
間
伐
や

主
伐
収
入
の
合
計
’
ら
、
経
営
管

理
に
要
し
た
費
用
を
差
引
い
た
金

額
を
森
林
所
有
者
に
交
付
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
て
の
金

額
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
約
五
十

万
円
の
見
込
で
す
。

　
こ
う
し
た
経
営
に
よ
り
、
公
社

は
昭
和
三
十
四
年
度
五
十
ヘ
ク
タ

ー
ル
、
昭
和
』
．
十
五
年
度
百
ヘ
ク

タ
ー
ル
レ
」
土
U
架
串
間
ド
伴
、
一
一
、
（
に
＼
U

O
ヘ
グ
タ
ー
ル
を
予
定
し
て
い
ま

す
。　

ま
た
、
公
社
は
全
然
利
潤
を
と

ら
な
い
の
で
、
森
林
所
有
者
の
収

益
は
、
自
営
造
林
と
ほ
と
ん
ど
変
ら

ず
、
非
常
に
有
利
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
公
社
造
林
は
全
国
で
初

山の馬対

め
て
の
も
の
で
、
農
林
省
は
も
ち

ろ
ん
、
各
県
の
注
目
の
的
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
地
元
の
方
々
の
理

解
と
利
用
、
林
業
指
導
所
の
技
術

的
援
助
に
よ
り
、
対
馬
も
や
が
て

は
林
業
の
島
と
し
て
発
展
す
る
こ

と
で
あ
り
ま
せ
う
。

林
業
改
良

一
、
、
普
及
に
つ
い
て

県
で
は
、
農
業
改
良
普
及
と
同
じ

よ
う
に
、
林
業
の
面
で
も
、
林
業

改
良
普
及
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
山
の
経
営
を
ど
う
ず
れ

ば
、
農
家
の
方
々
の
く
ら
し
が
良

く
な
り
、
明
る
い
豊
か
な
農
村
を

作
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
言
う

こ
と
が
ね
ら
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
林
業
改
良
普
及
の
た
め
に
県

下
各
地
の
森
林
区
に
三
十
五
人
の

林
業
改
良
指
導
員
が
配
置
せ
ら

れ
、
町
村
役
場
や
森
林
組
合
な
ど

に
駐
在
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
で
、
木
を
植
え
る
と
き
、
木

を
伐
ろ
う
と
す
る
場
合
は
勿
論
、

林
道
を
作
ろ
う
と
し
た
り
、
修
繕

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
、
ま

た
、
苗
木
や
椎
茸
、
あ
る
い
は
、

木
炭
な
ど
の
生
産
に
つ
い
て
も
、

林
業
に
関
し
た
こ
と
は
、
な
ん
で

も
、
ど
し
ど
し
、
こ
の
林
業
改
良

指
導
員
に
相
談
し
、
こ
れ
を
御
利

用
下
さ
る
よ
う
お
飲
め
い
た
し

ま
す
。
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風を防ぐ森林の効果について

　
風
を
防
ぐ
こ
と

よ
り
作
物
の
育
ち

方
が
さ
か
ん
に
な

り
、
収
獲
も
目
立

っ
て
増
加
し
ま

す
。
こ
れ
は
風
が

弱
く
な
る
と
、
地

面
か
ら
の
水
分
の

蒸
発
が
へ
っ
て
、

土
地
の
乾
燥
が
少

な
く
な
る
と
共
に

気
温
や
地
面
の
温

度
も
高
く
な
り
作

物
が
風
で
い
た
む

の
を
防
げ
る
か
ら

イ．

ｵ
す
。
叉
風
の
弱

い
方
が
植
物
の
同

化
作
用
も
盛
ん
に

な
り
ま
す
。
風
は

農
作
物
の
生
長
を

害
す
る
ば
か
り
で

な
ノ
＼
家
畜
に
も

影
響
を
あ
た
え
ま

す
。

　
牛
や
羊
た
ち
は
風
の
強
い
日
に

は
、
よ
ほ
ど
空
腹
で
も
な
い
か
ぎ

り
、
戻
き
さ
ら
し
の
所
に
は
出
て

行
か
な
い
も
の
で
す
。

　
長
崎
県
は
、
ほ
と
ん
ど
湛
に
か

こ
ま
れ
て
い
て
、
風
の
強
い
所
が

多
い
の
で
＼
こ
の
風
を
防
ぐ
た
め

燦
林
を
利
用
す
る
こ
と
が
、
盲
・

か
ら
考
ノ
、
ら
7
1
い
、
各
地
二
階
畢
…
甲

が
設
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

防
風
林
の
主
な
役
目
は
、
た
ま
に

吹
く
暴
風
よ
り
も
毎
日
き
ま
っ
た

方
向
か
ら
は
げ
し
く
吹
き
つ
け
て

く
る
季
節
風
や
海
風
な
ど
を
防
ぐ

こ
と
で
す
。

　
さ
て
、
防
風
林
は
ど
れ
位
の
所

ま
で
効
果
が
あ
る
か
と
い
い
ま
す

と
風
下
で
木
の
高
さ
の
二
〇
～
三

〇
倍
、
風
上
は
木
の
高
さ
の
五
倍

ぐ
ら
い
前
ま
で
が
防
風
林
の
き
＼

め
が
あ
り
ま
す
。
海
辺
に
そ
っ

て
、
マ
ッ
林
が
つ
ゾ
い
て
い
る
風

景
は
実
に
す
が
す
が
し
く
美
し
い

も
の
で
す
。

　
こ
の
林
は
海
か
ら
吹
い
て
く
る

汐
風
を
防
ぐ
と
共
に
、
農
作
物
を

守
る
役
目
を
し
て
、
い
る
の
で
す
。

叉
砂
地
の
所
で
は
、
風
が
飛
ば
さ

れ
る
砂
の
た
め
家
や
耕
地
、
農
作

物
な
ど
が
害
さ
れ
る
の
で
、
融
が

と
び
ち
ら
な
い
よ
う
海
岸
の
林

は
、
こ
れ
ら
の
害
を
防
い
で
く
れ

ま
す
。
こ
の
様
に
森
林
は
吾
汝
に

と
っ
て
大
切
な
役
目
を
果
し
て
い

る
の
で
大
事
に
育
て
て
行
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

壁
画

つ
　
ゆ
　
時
　
の

炭
窯
の
手
入
れ

　
待
望
の
雨
に
め
ぐ
ま
れ
本
格
的

な
つ
ゆ
ら
し
い
天
気
と
な
り
ま
し

た
。
炭
窯
や
炭
を
雨
水
に
ぬ
ら
さ

な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
窯
の

中
に
水
が
は
い
っ
た
り
、
窯
が
ぬ

れ
た
り
し
ま
す
と
歩
止
り
も
悪

く
、
不
良
な
す
み
が
で
き
、
思
わ

ぬ
損
失
を
招
き
ま
す
。
そ
こ
で
炭

き
ば
オ
ゑ
タ
ゑ
し
だ
ヘ
ヘ
あ
　
ロ
ド
チ
む

窯
の
ま
剃
り
に
、
撰
水
溝
赤
堀
つ

繋轟
，

　
・
鞍
・

灘
麟一

ぎ
評

、
欝
欝
■
截

て
、
窯
の
中
に
水
が
は
い
ら
な
い

よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
次
に
窯
小

屋
の
天
井
、
炭
窯
の
外
部
を
修
理

し
て
下
さ
い
。
ま
た
窯
を
休
ま
せ

る
場
合
は
、
作
業
口
や
、
焚
口
、

煙
突
口
等
を
ふ
さ
い
で
下
さ
い
。

窯
の
底
に
湿
気
を
防
ぐ
装
置
の
な

い
窯
は
、
余
程
水
ば
け
を
よ
く
し

な
い
と
、
湿
気
を
防
ぐ
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

こ
の
奨
置
の

な
い
窯
は
是

非
窯
底
の
改

良
を
し
て
下

さ
い
。
つ
ゆ

時
に
窯
を
使

う
時
に
は
、

充
分
窯
を
か

わ
か
し
て
下

さ
い
。
普
通

窯
の
乾
燥
は

窯
底
に
炭
火

を
入
れ
て
除

汝
に
行
い
ま

す
。
高
い
温

度
で
急
激
に

乾
わ
か
す
こ

と
は
絶
対
に

さ
け
て
下
さ

い
。
ま
た
、
つ
ゆ
時
の
木
は
、
水

を
沢
山
含
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、

充
分
乾
わ
か
し
た
う
え
で
、
む
し

だ
き
を
充
分
に
や
っ
て
か
ら
炭
に

し
て
下
さ
い
。

　
こ
れ
を
怠
り
ま
す
と
炭
に
割
れ

が
多
く
、
不
良
な
炭
が
で
き
る
大

き
な
原
因
に
な
り
ま
す
。
炭
窯
の

手
入
れ
の
外
に
大
切
な
こ
と
は
、

炭
小
屋
の
修
理
と
、
炭
を
雨
に
ぬ

ら
さ
な
い
こ
と
で
す
。
炭
を
雨
に

ぬ
ら
す
と
、
横
割
れ
、
縦
割
れ
が

し
た
り
、
炭
が
は
し
り
ま
す
の

で
、
消
費
者
か
ら
た
い
へ
ん
に
嫌

ら
わ
れ
ま
す
。
ま
た
俵
に
つ
め
込

ま
れ
た
製
品
の
見
か
け
も
悪
る
く

何
と
な
く
湿
っ
て
い
る
の
で
重
た

く
感
じ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
製
品

は
少
し
空
気
が
乾
燥
す
る
と
、
急

に
目
べ
り
が
し
て
、
量
目
不
足
や

荷
く
ず
れ
を
起
し
信
用
を
失
う
大

き
な
原
因
に
な
り
ま
す
。

　
木
炭
は
、
売
る
も
の
、
使
っ
て

い
た
だ
く
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の

こ
と
に
心
が
け
で
、
注
意
を
払
っ
て

行
き
た
い
も
の
で
す
。
只
今
産
地

で
は
、
つ
ゆ
時
に
そ
な
え
て
窯
小

屋
の
修
理
や
木
炭
倉
庫
の
整
備
が

行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
梅
雨
ど
き
に
は
、
窯
を
ぬ
ら
さ

な
い
こ
と
、
窯
の
水
ば
け
を
よ
く

す
る
こ
と
炭
を
ぬ
ら
さ
な
い
こ
と

が
一
ば
ん
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま

す
。

1

、
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す
ぎ
は
む
し
の

被
害

’
U

ζ

　
山
林
の
害
虫
で
今
か
ら
発
生
が

予
想
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
は
む

し
の
被
害
が
あ
り
ま
す
。
す
ぎ
は

む
し
は
主
に
マ
ッ
、
ヒ
ノ
キ
、
ス

ギ
に
加
害
す
る
の
で
す
が
本
県
の

場
合
は
殆
ん
ど
今
ま
で
マ
ッ
に
被

害
が
発
生
し
て
居
り
ま
す
。
六
月

中
旬
頃
か
ら
マ
ッ
林
特
に
六
年
な

い
し
十
年
生
位
の
林
が
急
に
赤
く

色
づ
い
て
見
え
て
来
ま
す
。

　
す
ぎ
は
む
し
は
地
中
に
幼
虫
で

冬
を
起
し
て
六
月
頃
飛
出
し
て
、

マ
ッ
等
の
針
葉
を
縦
に
喰
荒
し
ま

す
。
群
を
な
し
て
次
汝
に
移
動
し

ま
す
が
、
被
害
を
受
け
た
木
は
葉

の
色
が
褐
色
に
変
り
、
く
き
の
大

部
分
が
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
幼

令
林
が
被
害
を
う
け
る
こ
と
が
多

い
の
で
大
発
生
を
し
た
と
き
等

は
、
全
林
が
火
災
を
受
け
た
様
に

見
え
ま
す
。
こ
の
被
害
を
受
け
ま

す
と
木
全
体
が
枯
れ
て
し
ま
う
こ

と
は
ま
れ
で
す
が
葉
が
殆
ん
ど
枯

れ
ま
す
の
で
木
の
成
長
は
非
常
に

悪
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
伐
採

跡
地
に
新
し
い
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、

マ
ッ
の
植
林
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
マ
ッ
だ
け
で
な
く
、
ヒ

つ
い
て

ノ
キ
も
ス
ギ
に
も
被
害
の
発
生
が

心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
害
虫

は
短
期
間
で
成
虫
は
土
の
中
に
産

卵
を
し
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
で
駆
除
を
す
る
の
に
時
期
を

失
し
ま
す
と
駆
除
効
果
が
な
く
な

り
ま
す
。

　
山
の
色
が
変
っ
た
り
、
こ
の
害

虫
の
発
生
が
発
見
さ
れ
た
と
き

は
、
時
を
移
さ
ず
駆
除
計
画
を
立

て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
駆
除

方
法
は
比
較
的
や
さ
し
く
、
B
・

H
・
C
一
％
の
粉
剤
で
駆
除
す
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。
薬
を
有
効
に

撒
布
す
る
た
め
に
動
力
撤
粉
機
を

使
う
場
合
は
出
来
る
だ
け
、
広
範

囲
に
実
施
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

　
こ
の
害
虫
の
も
一
つ
の
特
徴
は

二
年
に
一
回
発
生
す
る
こ
と
で
幼

虫
体
で
約
二
年
間
地
中
で
生
活
す

る
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
一
昨
年
発

生
し
て
昨
年
発
生
し
な
か
っ
た
か

ら
と
言
っ
て
安
心
は
出
来
な
い
わ

け
で
、
本
年
の
発
生
を
予
想
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
全
国
的
に

こ
の
害
虫
の
発
生
が
多
く
な
っ
て

来
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
の
で

今
後
警
戒
を
要
す
る
害
虫
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
今
日
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
、

国
民
運
動
と
し
て
の
、
緑
化
運
動

の
姿
は
ど
う
で
あ
り
ま
せ
う
か
…

よ
く
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
「
国
土

の
緑
化
」
は
終
局
に
お
き
ま
し

て
、
経
済
、
保
全
、
社
会
的
政
策

に
立
つ
た
、
計
画
造
林
の
達
成
に

あ
り
ま
し
て
、
　
「
緑
化
運
動
」

は
、
そ
の
旗
標
の
下
に
展
開
さ
れ

る
、
実
践
の
姿
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
運
動
は
、
こ
の
基
礎
理
念

が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
無
味

蒙
味
の
も
の
と
、
脱
し
さ
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
実
践
は
啓
蒙

実
行
の
姿
で
あ
り
、
結
ば
れ
た
成

果
は
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
大
き
な

成
果
を
生
む
こ
と
に
な
り
ま
せ
う

　
戦
後
い
ち
早
く
全
国
的
な
緑
化

運
動
が
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
こ

と
は
、
ご
承
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　
わ
が
国
の
人
工
林
造
成
の
計
画

を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

総
国
土
地
積
三
七
〇
〇
万
階
、
こ

の
内
林
野
は
六
七
％
の
二
四
八
四

万
階
、
こ
の
内
三
二
年
度
末
に
て

人
工
林
は
六
〇
九
万
附
、
二
五
％

に
相
当
す
る
も
の
が
造
成
さ
れ
、

球蓬～

0罰

轡

一」

D
三
年
度
よ
り
国
有
林
は
七
〇
年

度
ま
て
、
民
有
林
は
五
五
年
度
ま

で
に
併
せ
て
一
一
二
〇
万
陪
、
林

野
の
四
五
％
を
人
工
林
に
仕
立

て
、
将
来
の
木
材
需
給
の
均
衡
を

企
画
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
隣
接
の
中
国
政
府
は
、
林
業
の

発
展
が
、
如
何
に
、
農
、
畜
、
漁

のヒ

業
の
生
産
を
促
進
す
る
も
の
で
あ

る
か
、
又
工
業
の
発
展
を
指
摘

し
、
密
接
不
可
分
を
と
き
、
終
局

に
お
い
イ
＼
人
民
の
楽
土
を
築
く

と
訴
え
て
、
国
民
の
協
力
を
求
め

て
い
ま
す
。

　
そ
の
実
行
面
を
一
督
す
る
と
、

開
放
後
三
三
年
度
迄
二
八
○
○
万

附
の
植
林
が
な
さ
れ
、
三
四
年
度

に
は
農
耕
用
地
を
ち
ぢ
め
速
成
豊

産
樹
林
育
成
の
計
画
が
あ
り
、
林

野
植
栽
と
併
せ
て
二
九
五
〇
万
陪

の
育
成
を
掲
げ
て
お
り
、
わ
が
国

二
〇
1
四
〇
牛
後
に
期
待
確
保
せ

ん
と
す
る
人
工
林
地
積
の
二
、
六

倍
を
一
ケ
年
に
作
り
あ
げ
ん
と
し

て
お
り
ま
す
。

　
国
柄
上
わ
が
国
と
中
国
を
数
字

で
比
較
す
る
の
は
、
論
外
で
あ
り

ま
す
が
、
中
国
今
日
の
姿
も
傍
観

は
出
来
ま
せ
ん
。

　
要
す
る
に
、
国
土
の
緑
化
は
、

わ
が
国
現
実
の
緊
要
の
問
題
で
あ

り
、
国
民
的
関
心
事
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
幸
に
し
て
、
緑
を
愛
す
る
心
情

は
私
共
民
族
一
人
一
人
の
心
の
奥

深
く
根
ざ
し
た
天
性
で
あ
り
、
日

頃
自
然
界
に
其
の
調
和
を
希
求
し

て
や
み
ま
せ
ん
。

　
野
も
、
山
も
、
家
も
、
職
場

も
、
い
ち
ぢ
る
し
く
ゆ
た
か
さ
を

増
し
て
参
り
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
は
、
人
工
林
の
増
成
を

い
そ
が
ね
ば
な
ら
な
い
本
県
の
実

情
も
十
二
分
に
お
わ
か
り
の
こ
と

だ
し
、
住
み
よ
い
、
国
づ
く
り
の

た
め
、
今
日
の
緑
化
運
動
の
姿

も
、
い
ま
一
層
よ
り
よ
い
方
向
に

伸
ば
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で

あ
り
ま
す
。
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造
林
地
の
つ
る
切

り　
造
林
し
て
か
ら
、
五
、
六
年
間

下
刈
手
入
を
続
け
る
と
、
苗
木

は
、
雑
草
木
か
ら
抜
き
出
て
、
旺

盛
な
生
育
を
し
ま
す
が
、
こ
の
時

代
に
、
下
刈
の
際
、
毎
年
刈
ら
れ

　
　
　
　
　

た
つ
る
類
も
、
そ
の
宿
根
か
ら
繭

芽
し
、
盛
ん
に
生
長
し
て
、
苗
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
被
害
を
与
え
ま
す
の
で
、
つ
る

切
り
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
つ
る
類
の
性
質

　
　
　
　
　
　
　
　

　
有
害
な
つ
る
の
種
類
に
は
、
ク

ズ
、
フ
ジ
、
ア
ケ
ビ
、
ヤ
マ
ブ
ド

ウ
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
生
長
力

が
特
に
強
く
、
造
林
上
害
が
あ
る

の
は
、
ク
ズ
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

一
『
般
に
つ
る
類
は
陽
性
の
植
物

で
、
天
然
林
が
伐
採
さ
れ
て
、
造

林
さ
れ
る
ま
で
に
》
大
部
分
が
発

生
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
発
芽
し
た
第
一
年
目
の
つ
る

は
、
そ
の
成
長
が
非
常
に
幼
稚
で

す
が
、
二
年
目
、
三
年
目
と
年
数

を
重
ね
る
に
従
っ
て
次
第
に
成
長

が
旺
盛
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
、
つ
る
切
り
さ
れ
た
も
の

は
、
特
に
旺
盛
な
萌
芽
力
を
も
ポ
．

　
　
　
　
　
　
　

一
本
の
つ
る
を
切
る
と
、
数
本
に

増
加
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

　
つ
る
は
、
大
体
、
下
刈
と
同
時

に
刈
払
は
れ
ま
す
が
、
植
裁
後
五

六
年
間
、
毎
年
雑
草
未
と
一
緒
に

切
ら
れ
る
と
、
そ
の
間
に
充
分
勢

力
を
養
っ
て
、
下
刈
が
終
っ
た
頃

に
は
、
天
性
の
雨
芽
力
と
、
伸
長

力
を
利
用
し
て
立
ち
上
り
植
栽
木

に
著
し
い
被
害
を
与
え
ま
す
。
こ

　
　
ロ
　
　
　

の
時
つ
る
切
り
し
て
も
、
被
害
を

二
、
三
年
お
さ
え
る
だ
け
で
、
再

び
繭
芽
し
て
き
ま
す
。

　
…
き

　
　
　
　
　
　

　
つ
る
切
り
作
業

　
ウ
　
　
　

　
つ
る
の
発
生
を
お
さ
え
る
最
も

よ
い
方
法
は
、
天
然
林
を
伐
採
す

る
前
に
、
林
内
を
廻
っ
て
、
樹
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
ま
き
つ
い
た
つ
る
を
切
断
し

て
、
枯
死
さ
せ
、
種
子
の
飛
散
を

防
ぐ
こ
と
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
次
に
、
つ
る
類
は
、
発
生
の
は

じ
め
は
成
長
が
お
そ
く
、
三
年
目

以
後
に
猛
烈
に
成
長
し
ま
す
の

で
、
地
ご
し
ら
え
叉
は
、
耕
植
後

二
～
三
年
間
、
下
刈
の
際
に
、
つ

る
を
根
も
ろ
共
に
引
き
抜
く
方
法

が
優
れ
て
い
ま
す
。
発
生
後
二
～

三
年
生
の
時
代
は
根
が
深
く
入
っ

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
引
き
抜
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

は
、
極
め
て
容
易
で
、
　
「
つ
る
抜

ロき
」
乙
云
っ
て
い
ま
丁
。

　
　
　
　
　
　
も
　
　
コ

　
こ
の
他
に
、
つ
る
を
勧
．
断
㌧
て

竹
筒
の
石
油
の
中
に
さ
し
込
ん
で

お
く
と
、
根
が
黒
く
な
っ
て
枯
死

し
ま
す
。
こ
れ
は
秋
の
末
、
葉
が

黄
色
く
な
り
始
め
た
時
に
行
う
の

が
効
果
的
で
す
。

　
つ
る
類
は
、
林
の
周
囲
、
経
路

附
近
に
特
に
発
生
す
る
も
の
で
す

か
ら
、
林
を
廻
る
時
は
、
鎌
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

剪
定
鋏
を
も
つ
て
、
つ
る
が
目
に

と
ま
っ
た
ら
必
ず
切
り
離
し
、
取

除
く
よ
う
に
心
掛
け
る
事
が
大
切

で
す
。

　
ぐ
，
、
～
．
、
・
｝
《
．
、
‘
～
ア
、
蝿
～
・
・
、
噛
～
，
・
、
｛
ノ
；
嵐
｝
『
～
ノ
、
■
～
，
・
、
■
～
・
、
唖
～
・
、
～
・
，

愛
鳥
作
品
コ
ン
ク
ー
ル

　
　
　
　
　
入
　
賞
　
者
　
決
　
る

五
月
の
愛
鳥
週
間
の
行
事
の
一
　
の
先
生
方
及
び
林
務
課
係
員
で
審

つ
と
し
て
、
県
及
び
県
教
育
委
員

会
の
共
催
で
行
い
ま
し
た
、
県
下

小
、
中
学
校
生
徒
の
愛
鳥
作
品
コ

ン
ク
ー
ル
は
応
募
作
品
千
数
百
点

に
の
ぼ
り
、
教
育
庁
学
校
教
育
課

査
の
結
果
、
入
選
作
品
を
左
の
と

お
り
決
定
し
た
。

な
お
、
優
秀
作
品
は
七
月
六
日
か

ら
一
週
間
、
県
庁
玄
関
ホ
ー
ル
に

展
示
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
四
年
度
愛
鳥
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
入
賞
者

一
、
巣
箱
の
部

　
一
等
　
佐
世
保
市
花
匝
中
学
校

　
　
　
　
　
　
三
年
　
　
福
山

二
竺
、
西
彼
杵
郡
東
長
崎
町

東
長
崎
中
学
校
三
年
　
　
富
永

〃
　
〃
　
〃
　
三
年
　
　
樋
口

、
三
等
　
佐
世
保
市
花
園
中
学
校

　
　
　
　
　
　
一
年
　
　
嶽
山

〃
　
　
　
〃
　
一
年
　
　
衆
武

〃
　
　
　
〃
　
三
年
　
　
内
川

二
　
一
等箏

〃

茂年敏義　 靖

樹彦子　昭勝　治

ポ
ス
タ
ー
中
学
の
部

大
村
市
郡
中
学
校

　
　
　
三
年
　
　
牧
野
　
雅
子

長
崎
市
片
渕
中
学
校

　
　
　
二
年
　
　
武
田
　
道
子

　
グ
　
女
子
奮
い
業
学
園
中
田
宇
部

　
　
　
一
．
、
疏
　
　
村
枝
　
孝
子

〃三
等

〃〃〃佳〃
作

　〃
等等・

〃

大
村
市
郡
中
学
校

　
　
　
三
年
　
　
樋
口
万
里
子

佐
世
保
市
愛
宕
中
学
校

　
　
　
三
年
　
　
永
松
ミ
ツ
エ

長
崎
市
女
チ
商
業
学
園
中
学
部

　
　
　
一
、
一
年
　
　
榎
本
・
道
子

　
　
〃
　
二
年
　
　
石
松
　
孝
恵

佐
世
保
市
愛
宕
中
学
校

　
　
　
二
年
　
　
池
田
久
美
子

　
　
　
　
　
外
十
二
名

ポ
ス
タ
ー
小
学
の
部

佐
世
保
市
琴
平
小
学
校

　
　
　
三
年
　
　
岩
永
美
恵
子

壱
岐
郡
勝
本
町
鯨
伏
小
学
校

　
　
　
ご
王
，
　
立
石
　
祐
子

旅
信
保
市
寒
平
小
学
校

〃
　
〃
　
二
年
　
　
樋
渡
真
由
美

〃
　
〃
　
三
年
　
　
渡
辺
恵
満
子

〃三
等

〃〃〃〃佳
作

四
、

一
等

二
等

　
　
　
　
　
二
年
　
　
松
本

〃
　
　
東
彼
杵
郡
東
彼
杵
町

大
楠
小
学
校
　
三
年
　
　
二
瀬

三
等
．
東
彼
杵
郡
東
彼
杵
町

大
楠
小
学
校
　
六
年
　
，
田
中

〃
　
　
北
高
来
郡
飯
盛
村

飯
盛
西
小
学
校
六
年
　
　
石
田

〃
　
　
福
江
市
福
江
小
学
校

佳
作

　
　
　
一
年
　
　
初
瀬
　
　
渡

　
　
〃
　
御
船
小
学
校

　
　
　
六
年
　
　
内
野
貞
子

島
原
市
第
二
小
学
校

　
　
　
二
年
　
　
松
本
洋
子

佐
世
保
市
琴
平
小
学
校

　
　
　
六
年
　
　
中
山
　
憲
郎

〃
　
〃
　
四
年
　
　
松
本
　
和
枝

　
　
〃
　
御
船
小
学
校

　
　
　
五
年
　
　
近
藤
律
子

西
彼
杵
郡
高
島
町
高
島
小
学
校

　
　
　
六
年
　
　
堀
田
　
省
三

佐
世
保
市
御
船
小
学
校

　
　
　
四
年
　
　
長
田
幸
三

　
　
　
　
外
三
十
二
名

詩
　
の
　
部

北
松
浦
郡
田
平
町
東
小
学
校

　
　
　
六
年
　
　
前
田
し
の
ぶ

島
原
市
第
二
小
学
校

健洋
人子

信国
子光

　
　
二
年
ま
つ
も
と
よ
う
一

大
村
市
西
大
村
小
学
校

　
　
　
五
年
　
　
江
頭
敏
子

　
　
　
　
　
外
十
二
名

褒
墾



灘
樋
，

サ3

　鍾

転．

譲

51号（7月号）信通業林昭和34年7月10日（5）

亭
．
昌
■
一
…
…
…
巳
■
9
一
…
≡
…
■
1
6
≡
…
一
＝
一
曹
■
1
一
…
…
…
■
重
量
≡
≡
一
≡
■
1
量
≡
…
一
…
口
6
帽
一
一
「

森
林
組
合
だ
よ
り

質
9
■
＝
…
＝
≡
1
鱈
8
一
…
…
…
9
■
一
＝
…
…
＝
■
■
璽
…
一
…
…
■
巳
■
＝
…
一
一
●
一
一
＝
…
≡
＝
口
嘔
■
…
一
…

　　

{
県
に
於
け
る
林
業
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
災
害
補
償
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
労
働
基
準
局
労
災
補
償
課
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
中
　
増
　
巳

　
本
日
突
然
に
県
森
連
の
植
山
さ

ん
か
ら
、
本
紙
の
原
稿
の
御
依
頼

を
受
け
、
最
近
又
林
業
関
係
で
あ

ち
こ
ち
災
害
が
発
生
し
て
い
る
模

様
で
す
の
で
、
か
ね
が
ね
私
の
考

え
で
お
り
ま
す
こ
と
を
申
し
述
べ

ま
し
て
、
皆
さ
ん
の
御
協
力
を
得

た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
林
業
関
係
に
つ
き
ま
し
て
は
、

こ
㌧
数
年
来
全
国
的
に
災
害
率
が

高
く
、
労
災
保
険
業
務
の
上
か
ら

も
収
入
と
し
て
事
輩
員
の
皆
さ
ん

か
ら
納
め
て
頂
く
保
険
料
と
、
労

働
者
事
故
発
生
の
場
合
に
支
出
す

る
補
償
費
の
割
合
即
ち
「
収
支

率
」
が
著
し
く
下
均
衡
を
来
し
た

の
で
、
全
国
的
な
問
題
と
し
て
取

上
げ
ら
れ
、
客
年
中
央
に
「
中
央

林
業
労
働
災
害
対
策
協
議
会
」
が

設
置
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
本
県
に

お
き
ま
し
て
も
「
長
崎
地
方
林
業

災
害
対
策
協
議
会
」
が
昨
年
十
二

月
発
足
し
、
県
内
各
労
働
基
準
監

督
者
の
所
在
地
に
そ
の
支
部
が
設

け
ら
れ
、
更
に
県
内
で
比
較
的
林

業
の
多
い
地
方
に
林
業
指
導
員
を

依
嘱
し
ま
し
て
林
業
関
係
の
災
害

防
止
に
努
力
し
て
お
る
次
第
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　
昨
年
に
お
け
る
本
県
下
の
林
業

災
害
の
状
況
を
ふ
り
か
え
り
ま
す

と
、
当
局
の
安
全
衛
生
課
で
作
成

い
た
し
ま
し
た
重
傷
以
上
の
災
害

の
統
計
は
左
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま

す
。　

之
に
対
し
ま
し
て
昨
年
度
中
に

労
災
保
険
で
支
出
し
ま
し
た
補
償

費
は

　
支
払
件
数
　
一
八
四
件

　
金
額
二
、
五
八
○
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
九
円

で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
事
業
主
の
皆

さ
ん
か
ら
納
め
て
頂
き
ま
し
た

　
保
険
料
　
二
、
四
〇
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
四
円

で　
収
支
率
　
一
〇
七
・
四
％

と
い
っ
た
状
況
で
ご
ざ
い
ま
丁
。

即
ち
本
県
に
於
け
る
林
業
の
保
険

経
済
は
、
七
・
四
％
の
支
出
超
過

と
な
り
赤
字
だ
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　
元
来
、
災
害
が
起
り
ま
す
と
、

被
災
労
働
・
者
は
勿
論
そ
の
家
族
が

受
け
・
ま
す
苦
痛
は
甚
大
な
も
の
で

あ
り
ま
し
て
、
一
方
事
業
主
が
蒙

る
経
営
上
の
損
失
も
莫
大
な
も
の

と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
単
に
保

険
経
済
が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
っ

た
小
さ
な
問
題
で
な
く
労
働
者
及

び
そ
の
家
族
に
及
ぼ
す
人
道
上
、

社
会
上
、
経
済
上
の
問
題
、
事
業

経
営
に
及
ぼ
す
経
済
上
の
問
題
と

産
輩
災
害
の
及
ぼ
す
影
響
は
極
め

て
大
き
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

根
本
的
に
災
害
を
減
ら
す
必
要
性

が
痛
感
さ
れ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま

す
。　

し
か
し
、
一
旦
災
害
が
起
り
ま

し
た
上
は
、
迅
速
公
正
な
補
償
を

政
府
が
定
め
て
い
る
訳
で
あ
り
ま

し
て
、
そ
の
た
め
に
「
労
災
保
険
」

が
あ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

　
紙
数
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の

で
、
次
号
か
ら
労
働
者
事
業
主
の

皆
さ
ん
に
労
災
保
険
や
そ
の
他
知

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
項
を
な

る
べ
く
分
り
易
く
説
明
す
る
こ
と

に
致
し
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、

こ
の
制
度
の
趣
旨
を
充
分
お
汲
み

取
り
頂
き
ま
し
て
、
労
使
の
皆
様

の
御
協
力
を
頂
き
ま
す
よ
う
お
願

　
い
致
す
次
第
で
．
こ
ざ
い
ま
す
。

林業原因別（死亡、重傷）発生状況

裏

　　　　　項目
ｴ因別

内 容　庇立重傷計
1

動力運搬機災害
索道運搬機．自動車、三輪車
凾ﾉよる災害

1
1
1
　
1

一般動力機災害
木工用鋸機その他一搬動力機
ﾉよる災害

1 1

手動揚重機運搬
@災害

手捲ウインチ、チェーンブロ
bク、滑車ジヤツキ、荷車、
鵠n車等による災害

1 1

手動機工具災害
人力及び畜力で運搬する機械
ｻの他手工具による災害

5 5

取扱運搬災害 積卸運搬取扱による災害 1
0

1
0

飛来崩壊災害 飛来、落下、顛倒、崩壊 2 8 10

撃突踏板災害 撃突、踏板 1 1

墜落災害 墜　　落 1 2 3

雑　　災　　害 火災、倒壊、雑 4 4

計
3 33 36

（注）木表は33年1月～12弓に発生した死傷災害で　る。

◎
県
森
連
事
務
所
を
移
転
◎

　
整
促
法
指
定
に
よ
っ
て
、
事
業

と
執
行
体
制
を
整
備
し
て
、
面
目

を
一
新
し
た
県
森
連
は
、
事
務
所

を
左
記
の
通
り
簡
素
な
構
え
に
移

転
し
て
、
整
促
目
標
の
達
成
に
一

段
の
努
力
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
二
階
建
木
造
で
下
は
二
〇
坪

の
事
務
所
、
宿
直
室
と
し
二
階
は

一
〇
坪
の
会
議
室
、
役
員
室
、
小

会
議
室
等
で
こ
の
界
隈
は
材
木
屋

町
、
、
尚
ほ
電
話
番
号
は
従
来
通
り

、

（
新
）
長
崎
市
玉
浪
町
五
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
番
地

　
　
　
　
電
話
②
七
一
二
四

　
　
　
　
　
　
②
七
一
二
五

　
〇
市
内
バ
ス
利
用
（
県
営
バ
ス

長
崎
バ
ス
電
鉄
バ
ス
い
ず
れ
も

可
）
幸
町
停
留
所
の
南
方
三
〇
米

　
○
電
車
利
用
は
船
蔵
町
停
留
所

　
の
西
四
分

（
旧
）
長
崎
市
羽
衣
町
一
二
丁
目
一

　
の
一
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一
量

造
林
地
の
手
入
れ

　
養
苗
技
術
は
向
上
し
、
山
行
苗

の
生
産
も
需
要
を
は
る
か
に
上
廻

り
、
優
良
苗
木
の
選
択
が
自
由
と

な
り
ま
し
た
の
で
、
造
林
の
成
果

は
予
期
以
上
の
期
待
を
望
め
る
の

で
す
が
。

　
今
后
の
手
入
何
如
に
よ
つ
て

は
、
不
成
績
造
林
に
終
る
可
能
性

も
あ
る
の
で
す
。

　
県
内
を
歩
い
て
、
驚
い
た
の

は
、
十
月
を
過
ぎ
下
草
が
枯
れ
初

め
て
、
造
林
地
の
下
刈
を
実
施
し

て
い
る
の
に
出
逢
つ
た
事
で
す
。

大
変
な
真
違
い
で
、
此
の
場
合
は

反
対
に
、
下
草
の
繁
茂
に
協
力
し

て
い
る
様
な
も
の
で
す
。
充
分
気

を
つ
け
て
貰
い
た
い
も
の
で
す
。

　
草
本
類
（
下
草
類
）
の
一
年
間

の
生
活
状
態
を
述
べ
て
見
ま
す

と
、
春
芽
を
出
し
、
夏
に
向
か
っ

て
、
生
長
活
動
し
た
も
の
は
、
秋

か
ら
冬
に
か
け
て
、
地
上
部
の
養

分
を
全
部
地
下
（
根
部
）
に
貯
蔵

し
て
、
来
春
を
待
つ
の
で
す
か

ら
、
秋
以
降
の
下
刈
は
全
く
効
果

が
な
い
の
で
す
。

　
春
芽
を
出
し
た
下
草
類
は
、
夏

に
向
け
て
先
ず
、
地
下
貯
蔵
中
の

養
分
を
全
部
地
上
部
（
葉
の
方
）

へ
送
り
、
活
発
に
働
い
て
、
養
分

を
増
加
し
ま
す
の
で
此
の
養
分
を

取
り
除
い
て
下
草
の
繁
茂
を
抑
圧

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
下
刈
の
一
番
効
果
的
な
時
期

は
、
六
月
（
養
分
を
全
部
地
上
に

送
り
活
動
を
初
め
る
頃
）
と
、
九

月
（
夏
の
間
に
増
加
し
た
養
分
を

地
下
貯
蔵
に
移
ら
ん
と
す
る
寸

前
）
の
年
二
回
を
お
す
㌧
め
し
ま

す
。　

然
し
此
の
時
期
は
、
農
繁
期
と

重
な
る
為
、
二
回
実
施
が
困
難
な

場
合
、
即
ち
年
一
回
実
施
の
場
合

は
七
月
か
ら
八
月
中
に
、
実
施
せ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
九
月
以
降
の
下
刈
り
は
、
大
き

な
効
果
は
望
め
ま
せ
ん
。

　
労
力
の
点
に
於
て
も
、
年
二
回

の
方
が
少
な
く
て
済
む
場
合
が
多

い
の
で
す
。
効
果
に
於
て
は
二
倍

以
上
で
し
よ
う
。

　
往
々
に
し
て
、
造
林
に
失
敗
し

た
原
因
を
追
及
す
る
と
、
手
入
の

不
充
分
と
、
手
遅
に
因
る
も
の
が

多
い
事
も
実
例
が
示
し
て
い
る
通

り
で
す
。

　
下
刈
の
目
的
は
第
一
に
、
造
林

木
の
成
長
を
促
す
事
に
あ
り
ま

　　●
／

す
の
で
、
樹
木
の
成
長
時
期
を
見

極
め
最
も
良
い
時
期
に
行
ふ
べ
き

で
す
。
・
て
の
時
期
は
樹
種
に
依
っ

て
一
定
し
ま
せ
ん
が
、
大
体
五
、

六
月
頃
、
春
芽
が
、
九
月
頃
、
秋

芽
が
伸
び
ま
す
の
で
、
此
の
頃
、

樹
木
の
成
長
に
じ
ゃ
ま
に
な
る
下

草
を
取
り
除
く
事
が
、
下
刈
の
目

的
で
す
『
。

　
下
刈
の
方
法
や
、
程
度
に
つ
い

て
は
、
全
刈
法
、
筋
刈
法
、
坪
刈

法
、
等
が
あ
り
ま
す
が
、
実
施
す

る
年
の
、
天
候
、
造
林
地
の
環

境
、
樹
種
、
樹
令
に
よ
っ
て
決
定

す
べ
き
で
し
ょ
う
。

林
業
測
器
と
数
式
を
ひ
ね
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
　
径

　
日
常
使
い
馴
れ
た
も
の
も
そ
の

由
来
や
使
命
を
ひ
ね
く
り
ま
わ
す

と
、
案
外
判
ら
な
い
壁
に
つ
き
当

っ
た
り
、
予
想
し
な
い
世
界
が
見

え
た
り
面
白
い
も
の
で
あ
る
。
輪

尺
、
竹
や
ス
チ
ー
ル
の
直
尺
、
引

掛
尺
等
直
径
測
定
具
を
と
り
上
げ

て
見
る
と
、
測
器
そ
の
も
の
は
正

確
で
あ
っ
て
も
使
ふ
人
間
の
手
や

眼
に
よ
っ
て
変
化
し
て
来
る
。
人

間
は
誰
が
測
っ
て
も
一
米
は
一
米

と
ゆ
う
こ
と
が
案
外
面
白
く
な
い

様
で
あ
る
。

　
輪
尺
は
①
の
や
う
で
は
正
し
い

か
ど
う
か
こ
の
ま
＼
で
は
判
ら
な

い
、
大
低
輪
尺
の
挾
み
だ
け
に
気

を
配
っ
て
尺
度
の
曲
り
に
気
が
つ

か
な
い
、
そ
れ
で
②
や
③
が
現
は

れ
る
。
狡
猾
な
山
買
人
の
は
時
に

狡
を
持
っ
て
来
や
う
。
そ
れ
で
④

の
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
来
る
。

o

測
　
定
　
用
　
具

　
直
尺
は
幅
の
狡
い
竹
か
ス
チ
ー

ル
で
目
盛
の
あ
る
尺
縁
を
木
口
の

正
し
い
直
径
線
に
合
せ
て
⑤
の
様

に
測
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
幅
の
広

い
直
尺
を
使
ふ
と
⑥
で
木
口
は
丸

い
の
で
、
悪
気
は
な
く
と
も
直
径

は
小
さ
く
読
ま
れ
や
す
い
。

　
引
掛
尺
は
木
口
の
形
か
ら
⑦
の

様
に
大
き
く
読
ま
れ
や
す
い
、
こ

の
場
合
樹
皮
、
小
枝
も
関
係
し
て

①

◎
◎

、

来
る
。

　
斯
う
ゆ
う
事
は
良
く
判
っ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
様
だ
が
一
日
千
本
も
二
千
本
も

測
る
場
合
正
し
く
測
る
事
を
常
に

頭
に
入
れ
て
置
か
ぬ
と
、
最
近
は

小
径
木
が
多
い
為
め
に
直
径
の
差

は
材
積
に
及
ぼ
す
影
響
は
大
き

い
。
仮
に
前
述
に
よ
っ
て
全
測
定

本
数
の
一
割
が
五
分
だ
け
誤
っ
て

大
き
く
又
は
小
さ
く
読
ま
れ
る

と
、
小
径
材
で
は
直
径
五
分
の
差

は
材
積
で
二
割
以
上
に
な
る
か

ら
、
全
材
積
で
は
二
～
三
％
の
誤

り
が
出
て
来
る
。
仮
に
石
当
二
、

○
○
○
円
で
取
引
き
す
る
な
ら
ば

石
当
四
〇
円
一
六
〇
円
の
差
が
生

じ
目
に
見
え
な
い
不
当
な
金
が
簡

単
に
動
く
事
に
な
る
。
石
当
一
〇

〇
円
値
引
き
し
て
も
ら
っ
て
も
実

質
値
引
き
に
な
ら
な
い
場
合
も
あ

る
、
御
用
心
御
用
心
。

③
κ⑥

輝’

書
籍

4
｛

④

ψ


