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ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
事
業

　
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
は
「
人
と
自

然
と
の
共
生
」
を
実
現
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、①
自
然

を
守
る
、②
地
域
資
源
を
絶
や
さ
ず

活
か
し
な
が
ら
地
域
社
会
を
発
展

さ
せ
る
、③
そ
れ
ら
を
達
成
す
る
た

め
に
学
術
調
査
と
研
究
を
す
す
め
人

材
を
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

只
見
町
で
は
、
ユ
ネ
ス
コエコ
パ
ー
ク
の

精
神
に
のっ
と
り
、「
豪
雪
に
育
ま
れ

た
自
然
環
境
と
生
活
・
文
化
を
守

り
活
か
す
」
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
自

然
を
守
る
取
組
み
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。

　
大
曾
根
湿
原
の
保
護
と
保
全

　

大
曾
根
湿
原
は
、
梁
取
地
区
大

曾
根
山
の
麓
に
位
置
す
る
約
二
・
五

三
ha
の
高
層
湿
原
で
、
町
指
定
の
天

然
記
念
物
で
す
。
湿
原
は
、
水
域

と
陸
域
の
接
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
多

様
な
動
植
物
の
生
息
・
生
育
地
と

な
る
と
と
も
に
、
特
有
の
環
境
に
依

存
し
た
動
植
物
が
存
在
し
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
生
物
多
様
性
の
保
全

の
上
で
重
要
な
生
態
系
と
言
わ
れ
ま

す
。
事
実
、
大
曾
根
湿
原
も
湿
原

環
境
に
依
存
す
る
貴
重
な
動
植
物

が
生
息
・
生
育
し
て
お
り
、
町
の
生

物
多
様
性
に
と
っ
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
大
曾
根

湿
原
内
に
は
、
か
つ
て
そ
の
保
全
と

観
察
の
便
を
図
る
た
め
木
道
が
敷
設

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
、

そ
の
木
道
も
年
月
を
経
て
腐
朽
あ
る

い
は
湿
原
に
埋
没
す
る
状
況
に
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
で
は
木
道
の
役
割
を

果
さ
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
人

を
湿
原
内
に
踏
み
込
み
や
す
く
さ

せ
、
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
性
を

は
ら
ん
で
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
木
道

が
湿
原
内
の
水
の
流
れ
を
さ
え
ぎ

り
、
湿
原
の一
部
が
乾
燥
し
、
湿
原

植
生
が
減
退
し
て
い
る
様
子
も
観
察

さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

大
曾
根
湿
原
の
保
護
と
保
全
を
図

る
べ
く
、
湿
原
に
入
る
入
口
部
分
の

木
道
を
撤
去
し
て
湿
原
内
に
人
が
入

り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し

ま
し
た
。
湿
原
内
に
は
一
部
の
木
道

が
残
って
い
ま
す
が
、
す
べ
て
を
撤
去

す
る
と
、
か
え
って
湿
原
に
ダ
メ
ー
ジ

を
与
え
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の

で
、
入
口
部
分
の
み
に
と
ど
め
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
湿
原
内
に
残
る
木
道

は
、
ス
リ
ッ
ト
加
工
を
施
し
、
水
の

流
れ
を
促
す
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま

た
、
梁
取
地
区
の
方
々
に
ご
協
力
い

た
だ
い
て
湿
原
を
周
遊
で
き
る
遊
歩

道
を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
巨
樹
・
巨
木
の
保
全

　

巨
樹
・
巨
木
の
存
在
は
、
そ
の
地

域
の
自
然
度
の
高
さ
を
示
す
指
標
で

す
。
ま
た
、
教
育
や
観
光
（
エ
コ
ツ

ー
リ
ズ
ム
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
）

の
中
で
利
用
で
き
る
資
源
に
も
な

り
、
保
護
・
保
全
す
べ
き
対
象
で
す
。

只
見
町
に
は
集
落
の
周
辺
に
巨
樹
・

巨
木
が
多
数
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

中
に
黒
沢
地
区
の
牧
ノ
平
に
あ
る
あ

が
り
こ
型
樹
形
の
コ
ナ
ラ
巨
木
群
が

あ
り
ま
す
。あ
が
り
こ
型
樹
形
と
は
、

か
つ
て
薪
材
生
産
を
目
的
と
し
た
雪

上
伐
採
と
萌
芽
再
生
を
繰
り
返
し

た
結
果
で
き
あ
が
っ
た
樹
形
で
す
。

コ
ナ
ラ
の
あ
が
り
こ
型
樹
形
は
全
国

的
に
も
珍
し
い
も
の
で
す
。
そ
の
う

え
独
特
の
樹
形
を
も
っ
た
巨
木
群
は

魅
力
的
で
す
ぐ
れ
た
景
観
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
只
見
町
の
人
々

の
生
活
と
森
林
の
関
わ
り
を
今
に
伝

え
る
貴
重
な
文
化
遺
産
と
も
言
え

ま
す
。
し
か
し
、
近
年
、
ナ
ラ
枯
れ

の
影
響
を
受
け
、
そ
の一
部
が
枯
死

す
る
被
害
が
で
て
い
ま
す
。
ナ
ラ
枯

れ
は
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
と
い
う

体
長
五㎜
ほ
ど
の
昆
虫
が
運
ぶ
ナ
ラ

菌
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
ナ
ラ
枯
れ
の
影
響
か
ら
あ

が
り
こ
コ
ナ
ラ
を
保
全
す
る
た
め
、

健
全
な
あ
が
り
こ
コ
ナ
ラ
の
木
の
根

元
に
ド
リ
ル
で
穴
を
開
け
、
注
射
器

で
殺
菌
剤
を
注
入
し
ま
し
た
。
二
〇

一五
年
は
約
九
〇
本
の
あ
が
り
こ
コ
ナ

ラ
に
薬
剤
を
注
入
し
、
そ
の
多
く
が

ナ
ラ
枯
れ
の
影
響
を
回
避
で
き
ま
し

た
。
た
だ
し
、
薬
剤
の
効
力
は
二
年

間
で
あ
る
た
め
、
継
続
し
た
保
全
措

置
が
必
要
で
す
。

只
見
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
が
め
ざ
す
も
の
②

　
　
　
　
　 ―

只
見
の
自
然
環
境
を
守
る（
１
）―

▲木道が湿原と一体となってしまった大曾
根湿原（点線部分が木道）

▲湿原入口部分の木道を撤去した大曾根
湿原

▲黒沢地区のあがりこ
コナラ巨木群


