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共
有
林
に
お
け
る
山
菜
・

キ
ノ
コ
の
分
布
と
利
用

只
見
町
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
山
菜

や
キ
ノ
コ
採
り
が
古
く
か
ら
盛
ん
な
こ

と
で
す
。
私
は
２
０
０
８
～
２
０
１
０

年
に
か
け
て
、
環
境
省
の
研
究
費
を
受

け
て
山
菜
や
キ
ノ
コ
の
生
育
地
・
採
取

地
の
分
布
や
採
取
の
実
態
調
査
に
布
沢

地
区
や
黒
谷
地
区
を
中
心
に
頻
繁
に
訪

れ
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
２
０
１
０
年
２
～
７
月
の
「
広

報
た
だ
み
」
に
少
し
ご
紹
介
し
ま
し
た

が
、
そ
の
後
を
ふ
ま
え
た
成
果
の
概
要

を
町
民
の
方
々
に
十
分
お
伝
え
で
き
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
こ
で
本
号
で
は
、

私
が
担
当
し
た
調
査
結
果
と
現
在
進
行

中
の
共
有
林
の
調
査
に
つ
い
て
簡
単
に

ご
紹
介
し
ま
す
。
先
の
調
査
で
は
、
森

林
や
草
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
が
い

る
こ
と
で
地
元
の
方
々
が
ど
の
よ
う
な

恵
み
（
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
）
を
得
て
い

る
か
を
定
量
評
価
す
る
こ
と
を
大
き
な

目
的
に
、
山
菜
・
キ
ノ
コ
採
り
に
着
目

し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
い
に
つ
い
て

調
べ
ま
し
た
。

①
〈
採
取
活
動
の
実
態
把
握
と
経
済

評
価
〉

春
先
か
ら
晩
秋
に
か
け
て
ど
の
よ
う

な
種
類
や
量
の
山
菜
・
キ
ノ
コ
が
採
ら

れ
て
い
る
か
？　

世
代
や
性
別
で
活
動

に
差
が
あ
る
か
？　

町
全
体
で
の
経
済

価
値
の
大
き
さ
は
？

②
〈
生
育
地
・
採
取
地
の
環
境
〉

種
類
に
よ
り
生
育
地
や
採
取
地
の
環

境
条
件
に
ど
の
よ
う
な
共
通
性
や
違
い

が
あ
る
か
？

③
〈
共
有
林
の
利
用
ル
ー
ル
〉

持
続
的
な
採
取
の
た
め
に
ど
の
よ
う

な
工
夫
や
ル
ー
ル
が
あ
る
か
？

ま
ず
①
で
は
、
６0
～
70
歳
代
を
中
心

に
頻
繁
に
採
取
が
行
わ
れ
、
山
菜
・
キ

ノ
コ
そ
れ
ぞ
れ
十
数
種
類
が
よ
く
採
取

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
集
落
全
戸
へ

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
分
か
り
ま
し

た
。
ま
た
、
十
数
名
の
地
元
男
性
に
２

年
間
に
わ
た
り
採
取
日
誌
を
つ
け
て
も

ら
い
、
採
取
時
間
・
種
名
・
重
量
・
使

途
・
採
取
場
所
の
特
徴
を
記
録
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
時
期
ご

と
に
場
所
を
変
え
つ
つ
さ
ま
ざ
ま
な
山

菜
・
キ
ノ
コ
を
採
取
し
て
い
る
こ
と
や

自
家
消
費
が
多
い
も
の
の
近
所
や
親
戚

へ
の
お
す
そ
分
け
や
知
人
へ
の
販
売
も

多
い
こ
と
な
ど
が
分
か
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
種
類
ご
と
の
採
取
重
量
と
直
販

所
な
ど
で
の
平
均
単
価
を
掛
け
あ
わ
せ

て
自
家
消
費
分
を
含
め
た
経
済
価
値
を

試
算
す
る
と
、
採
取
時
間
を
コ
ス
ト
と

捉
え
な
け
れ
ば
、
採
取
量
が
か
つ
て
よ

り
大
幅
に
減
っ
た
現
在
で
も
町
全
体
で

数
千
万
円
の
潜
在
的
な
価
値
が
毎
年
発

生
し
て
い
る
と
推
計
さ
れ
ま
し
た
。

つ
ぎ
に
②
で
は
、
只
見
町
の
植
生
分

布
、
地
形
条
件
（
斜
面
の
傾
き
、
日
当

た
り
、
尾
根
や
谷
か
ら
の
近
さ
）、
道

路
か
ら
の
近
さ
な
ど
を
パ
ソ
コ
ン
の
地

図
上
で
計
算
し
、
山
菜
の
種
類
ご
と
の

生
育
地
・
採
取
地
が
ど
の
よ
う
な
場
所

に
多
い
傾
向
が
あ
る
か
を
調
べ
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
山
菜
は
全
般
に
沢
沿

い
や
雪
崩
地
に
多
い
も
の
の
、
種
類
に

よ
っ
て
分
布
特
徴
に
差
が
あ
る
こ
と

や
、
雪
解
け
を
追
っ
て
採
取
場
所
が
奥

山
に
移
り
ゆ
く
様
子
な
ど
が
捉
え
ら
れ

ま
し
た
。
ま
た
、ゼ
ン
マ
イ
の
よ
う
に
、

林
内
に
も
細
い
も
の
が
散
在
す
る
も
の

の
、
太
い
も
の
が
密
生
す
る
雪
崩
地
で

多
く
採
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
捉

え
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
③
で
は
、
聞
き
取
り
や
採
取

同
行
調
査
か
ら
、
共
有
林
の
利
用
ル
ー

ル
と
そ
の
変
遷
に
は
地
区
ご
と
の
違
い

が
大
き
い
こ
と
が
分
か
り
、
別
途
詳
し

く
調
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在

調
査
中
の
内
容
は
、
只
見
町
内
の
い
く

つ
か
の
集
落
に
お
け
る
過
去

（
１
９
６
０
～
８
０
年
代
）
の
植
生
図

の
復
元
と
、
当
時
の
森
林
・
草
地
の
利

用
状
況
の
推
定
で
す
（
難
し
そ
う
で
す

が
…
）。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
共
有
林

の
面
積
・
地
形
・
道
路
分
布
な
ど
の
環

境
の
違
い
が
、
集
落
ご
と
の
山
菜
・
キ

ノ
コ
採
り
の
ル
ー
ル
の
違
い
や
そ
の
変

遷
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
を

調
べ
ら
れ
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

上
記
①
と
②
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ

興
味
深
い
結
果
が
得
ら
れ
て
き
て
い
ま

す
が
、
本
号
で
は
詳
細
を
記
す
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
２
０
１
３
年
度
中
に
は

そ
の
一
部
に
つ
い
て
の
学
術
論
文
が
出

版
さ
れ
は
じ
め
る
予
定
で
す
。
こ
れ
ら

は
ブ
ナ
セ
ン
タ
ー
な
ど
町
民
の
方
々
の

目
に
つ
く
と
こ
ろ
に
置
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

と
っ
て
お
き
の
話
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只見学

黒谷入の雪渓沿いでの
ゼンマイ折り

みずみずしいブナハリタケ
（かのした）

共
有
林
は
ム
ラ
の
財
産
〜
只
見
町
の
共
有
林
に
学
ぶ
〜
⑥


