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共有林を「水源の森」にするモデル事業化に取り
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岐
阜
県

。
長
良
川
の
支
流
、
美
濃
　
ア
カ
デ
ミ
ー
の
第
１
期
卒
業
生
。
大

市
の
片
知
川
源
流
域
で
活
動
す
る
Ｎ
　
学
で
林
学
を
専
攻
し
た
が
卒
業
後
は
　
づ
く
り
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。
江
戸
時
　
　
片
知
地
区
に
は
民
有
林
の
ほ
か
約

Ｐ
Ｏ
法
人
柚
の
社
学
舎
は
２
０
０
２
　
教
員
に
。

４０
歳
の
と
き
、
「
や
は
り
自
　
代
に
新
田
開
発
さ
れ
た
と
い
う
片
知
　
５
８
０
ｈａ
の
官
行
造
林
が
あ
る
。
そ

年
に
設
立
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
分
は
山
の
人
間
」
と
森
づ
く
り

へ
と
　
地
区
内
の
標
高
９
０
０

ｍ
の
入
会
地
　

の
ほ
と
ん
ど
が
５０
年
間
の
分
収
契
約

転
身
、
ア
カ
デ
ミ
ー
で
学
び
直
し
た
　

６

・
７
ｈａ
を
市
が
所
有
者
の
理
解
を
　
期
限
を
迎
え
る
と
い
う
問
題
を
抱
え

後
、
３
人
で
こ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
立
ち
上
　
得
て
市
民
の
森
に
整
備
す
る
こ
と
に
　
て
い
た
。

げ
た
。
同

ア
カ
デ
ミ
ー
で
地
元

の
　
し
た
。
そ
の
昔
は
人
も
住
ん
で
い
た
　
　
５０
年
前
の
契
約
ど
お
り
な
ら
、
期

人
々
と
知
り
合

っ
た
こ
と
か
ら
こ
こ
　
が
今
で
は
原
野
化
し
て
し
ま

っ
た
そ
　
限
が
来
れ
ば
皆
伐
し
て
木
材
販
売
の

を
活
動
の
拠
点
に
選
ん
だ
。　
　
　
　
　
の
森
に
手
を
入
れ
、
散
策
道
も
つ
く
　
利
益
を
国
な
ど
契
約
者
と
精
算
す
る

設
立
当
初
は
、
県
や
企
業
か
ら
の
　
る
な
ど
源
流
域
に
市
民
が
足
を
踏
み
　

」ゝ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
皆
伐
し
た

依
頼
に
よ
る
山
火
事
跡
地
の
整
備
の
　
入
れ
ら
れ
る
場
所
に
し
た
。
市
は
森
　
と
こ
ろ
で
再
造
林
の
見
込
み
は
な
い
。

ほ
か
、
片
知
地
区
で
は
住
民
に
民
有
　
林
教
育
の
た
め
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
　
伐
採
し
た
ま
ま
な
ら
山
が
ど
う
な
る

林
整
備
の
必
要
性
を
訴
え
る
説
明
会

な
ど
を
開
き
、
間
伐
の
作
業
請
負
か

ら
事
業
を
具
体
化
さ
せ
た
。
そ
の
後
、

森
林
組
合
と
連
携
、
組
合
経
由
で
の

作
業
受
託
も
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

地
域
の
奥
山
は
人
の
手
が
入
ら
ず

放
置
さ
れ
た
状
態
。
森
林
所
有
者
に

整
備
の
必
要
性
を
説
き
な
が
ら
、
間

伐
を
進
め
る
鈴
木
さ
ん
た
ち
の
姿
を

見
て

「ど
う
も
山
で
仕
事
を
し
て
い

る
人
が
い
る
ら
し
い
…
」
と
集
落
の

人
々
か
ら
認
知
さ
れ
る
よ
う
な

っ
て

い
っ
た
。

そ
の

一
方
で
、
市
の
森
づ
く
リ
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
作
成
に
も
関
わ
り

現
地
調
査
に
基
づ
き
森
林
整
備
の
方

向
を
提
案
し
た
。
市
の
基
本
方
針
の

か
は
明
ら
か
だ
。
ま
し
て
こ
の
地
域

は
水
源
地
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
皆
伐
を
避
け

る
た
め
、
ま
ず
２０
ｈａ
の
立
木
を
住
民

が
買
い
取

っ
た
の
で
あ
る
。
も

っ
と

も
分
収
林
契
約
を
解
除
し
て
山
が
地

域
に
戻

っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
、
地

元
に
は
森
林
管
理
の
知
識

・
技
術
を

持

っ
た
人
は
す
で
に
皆
無
に
等
し

か

っ
た
。

５０
年
前
に
分
収
林
契
約
を

結
ん
で
以
来
、
管
理
は
国
に
任
せ
た

こ
と
か
ら
、
山
の
仕
事
、
山
の
生
活

が
途
絶
え
て
い
っ
た
か
ら
だ
。

そ
こ
で
民
有
林
の
間
伐
作
業
で
地

元
に
根
づ
き
信
頼
を
得
て
き
た
鈴
木

さ
ん
た
ち
に
、
地
元
に
戻

っ
て
き
た

山
を
ど
う
整
備
し
将
来
に
つ
な
げ
て

い
く
か
、
地
域
住
民
と
と
も
に
取
り

組
む
依
頼
が
な
さ
れ
た
。
今
回
の
助

成
は
こ
の
取
り
組
み
の
支
援
が
対
象

に
な

っ
て
い
る
。

目
標
は

山
の
新
た
な
財
産
化

鈴
木
さ
ん
た
ち
は
今
、
買
い
取

っ

た
２０
ｈａ
の
森
で
利
用
間
伐
を
進
め
て

い
る
。
将
来
は
、
伐
採
し
た
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
を
建
材
メ
ー
カ
ー
ヘ
の
直
売

な
ど
で
利
益
を
確
保
し
、
そ
の
資
金

で
さ
ら
に
分
収
林
を
買
い
戻
し
て
い

く
と
い
う
計
画
だ
。
「利
用
し
な
が
ら

水
源
の
森
と
し
て
再
生
さ
せ
て
い

く
」
。こ

の
取
り
組
み
を
進
め
る
に
は
地

域
の
人
々
に

「
こ
こ
は
自
分
た
ち
の

山
」
と
い
う
意
識
を
持

っ
て
も
ら
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に

集
落
の
集
会
所
で
大
学
教
員
ら
を
招

い
た
勉
強
会
も
開
い
た
。
テ
ト
マ
は

「森
を
地
域
の
財
産
に
」
。

そ
の
ほ
か
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
講
習

会
な
ど
山
づ
く
り
の
技
術
も
教
え
て

い
る
。
こ
の
事
業
を
地
元
の
人
た
ち

の
雇
用
に
つ
な
げ
る
た
め
で
も
あ
る
。

実
際
、
定
年
退
職
し
た
人
か
ら
地
域

の
山
で
の
仕
事
は
な
い
か
、
と
の
声

も
あ
る
。
今
後
は
、
間
伐
材
か
ら
の

薪
づ
く
り
、
シ
イ
タ
ケ
の
原
木
づ
く

り
な
ど
、
「山
か
ら
新
し
い
財
産
を
生

み
出
す
」
こ
と
も
め
ざ
し
て
い
る
。

鈴
木
さ
ん
は

「地
元
の
人
々
が
持

続
的
に
水
源
の
森
づ
く
り
を
展
開
し

て
い
け
る
よ
う
後
押
し
し
て
い
き
た

い
」
と
考
え
て
い
る
。

片矢剛|1源流域の板山集落。戸数は約30戸。奥に見える森が分収林だ

利用間伐による利益によって森を再生させるのが目的


