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森の恵みと共に生きる
下
げ ろ

呂市長（岐阜県）　野
の む ら

村 誠
まこと

Makoto Nomura

て
の
壮
大
な
時
代
絵
巻
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て

は
大
変
な
長
編
で
、
読
み
終
え
る
の
に
相
当
な

時
間
を
要
し
ま
し
た
。

　

ま
た
『
文
芸
春
秋
』
も
30
年
間
購
読
し
て
い
ま

す
。
今
ま
で
に
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
山

崎
豊
子
の
「
大
地
の
子
」
で
す
。
戦
中
、
戦
後
の

中
国
を
舞
台
に
し
た
残
留
孤
児
の
物
語
で
す
。

戦
争
が
も
た
ら
し
た
一
人
の
人
間
の
運
命
の
残

酷
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

趣
味
２　

数
独

　

１
か
ら
９
ま
で
の
数
字
を
空
い
た
マ
ス
に
入

れ
て
い
く
ク
イ
ズ
。
単
純
と
い
え
ば
単
純
で
あ

る
が
、
難
解
な
も
の
は
何
日
か
か
っ
て
も
解
け

ま
せ
ん
。
こ
れ
も
『
文
芸
春
秋
』
で
10
年
く
ら
い

前
だ
ろ
う
か
、「
考
え
る
パ
ズ
ル
」
の
第
１
回
に

応
募
し
当
選
し
て
５
０
０
０
円
も
ら
っ
て
か
ら

や
み
つ
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
長
時
間
の
列
車

や
飛
行
機
で
移
動
す
る
ヒ
マ
つ
ぶ
し
に
は
最
適
。

答
え
を
出
す
の
に
没
頭
す
る
の
で
ス
ト
レ
ス
解

消
に
も
な
り
ま
す
。

国
を
守
っ
て
き
た
田
舎

　

昭
和
30
年
代
の
半
ば
か
ら
、
わ
が
家
で
も
植

林
を
始
め
ま
し
た
。
広
葉
樹
林
を
伐
採
し
、
主

に
杉
、
桧ひ
の
き

を
植
え
ま
し
た
。
戦
後
荒
廃
し
た
森

林
の
国
土
緑
化
と
い
う
国
策
で
あ
り
、
薪し
ん
た
ん炭

の

時
代
か
ら
化
石
燃
料
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
転
換

期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
世
は
、
池
田
内

閣
の
所
得
倍
増
政
策
の
も
と
高
度
成
長
へ
と
進

む
時
で
し
た
。「
集
団
就
職
」や「
金
の
卵
」と
い
う

流
行
語
が
生
ま
れ
、『
あ
ゝ
上
野
駅
』
と
い
う
歌

が
流
行
り
ま
し
た
。

　

植
林
に
は
適
地
適
木
と
い
う
原
則
が
あ
り
ま

し
た
が
、
何
故
、
杉
の
一
斉
林
、
桧
の
一
斉
林
が

多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？　

昭
和
30
年
代

か
ら
昭
和
50
年
代
後
半
あ
た
り
ま
で
、
木
材
価

格
が
好
調
で
当
地
方
で
も
杉
、
桧
の
伐
採
も
盛

ん
で
再
造
林
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
広
葉

樹
林
を
伐
採
し
て
の
拡
大
造
林
も
大
々
的
に
行

わ
れ
ま
し
た
。
国
内
住
宅
着
工
数
も
１
５
５
万

戸
を
超
え
、
国
産
材
の
需
要
も
多
く
、
当
地
の

桧
は
「
東
濃
桧
」
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
も
確
立
し
て

い
ま
し
た
。
桧
の
価
格
は
平
均
で
１
㎡
辺
り

７
万
円
を
超
え
、
天
然
木
で
１
㎡
辺
り
１
０
０
万

円
を
超
す
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

　

昭
和
60
年
代
以
降
、
木
材
価
格
は
右
肩
下
が

り
の
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。
低
価
格
の
外
材

に
押
さ
れ
、
ま
た
国
内
住
宅
着
工
数
も
85
万
戸

あ
た
り
ま
で
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

今
、
日
本
の
林
業
は
危
機
に
直
面
し
て
い
ま

す
。
林
業
家
の
山
へ
の
意
欲
は
減
退
し
、
山
の

手
入
れ
が
遅
れ
て
い
ま
す
。
日
本
全
体
の
森
林

の
荒
廃
が
進
み
、
森
林
の
果
た
す
公
益
的
機
能

が
マ
ヒ
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
に
悩
む
中
山
間
地
域

の
人
々
た
ち
が
、
田
畑
や
森
林
を
守
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。「
私
た
ち
は
自
衛
隊
で
あ
る
。
武
器

を
持
た
な
い
で
国
土
を
守
っ
て
い
る
自
衛
隊
で

あ
る
」と
私
の
知
り
合
い
の
女
性
が
言
っ
て
い
ま

し
た
。

　

戦
後
の
高
度
成
長
を
下
支
え
し
た
の
は
田
舎

で
あ
り
、
清
ら
か
な
空
気
と
水
を
供
給
し
て
き

た
田
舎
、
国
土
を
守
っ
て
き
た
田
舎
に
、
今
こ

そ
光
を
！

座
右
の
銘　
「
人
間
万
事
塞
翁
が
馬
」

　

こ
れ
は
中
国
の
故
事
、
人
生
に
お
け
る
幸
不

幸
は
予
測
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
。

　

私
は
昭
和
24
年
、
日
本
三
名
泉
の
一
つ
で
あ

る
下
呂
温
泉
に
程
近
い
と
こ
ろ
で
、
農
林
家
の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
少
期
は
右
足

の
す
ね
の
骨
に
熱
が
つ
く
病
気
（
病
名
不
詳
）
で

体
の
弱
い
子
で
、
そ
の
た
め
両
親
は
小
学
校
入

学
を
１
年
遅
ら
せ
よ
う
と
真
剣
に
考
え
て
い
た

よ
う
で
す
。

　

弱
い
な
が
ら
も
順
調
（
？
）
に
卒
業
し
、
地
元

の
高
校
に
進
学
し
ま
し
た
。
高
校
３
年
生
に

な
っ
た
５
月
に
父
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
父
は

太
平
洋
戦
争
で
沖
縄
に
出
征
し
て
お
り
、
戦
後

の
昭
和
21
年
に
復
員
し
て
い
ま
す
。
戦
争
中
の

過
酷
な
状
況
の
中
、
体
を
悪
く
し
て
し
ま
っ
た

そ
う
で
す
。
大
学
に
進
学
し
ま
し
た
が
、
20
歳

の
時
、
祖
父
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
３
年
の
う

ち
に
一
家
の
柱
２
人
を
失
い
、
前
途
を
悲
観
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
お
か
げ
で
20
代
前

半
か
ら
世
間
の
付
き
合
い
、
親
戚
の
冠

婚
葬
祭
と
結
構
幅
広
い
経
験
が
で
き
ま

し
た
。

　

大
学
を
出
て
家
に
帰
る
つ
も
り
で
し

た
が
、
あ
る
人
の
勧
め
も
あ
り
、
静
岡

県
の
林
業
の
専
門
学
校
で
１
年
間
学
び

ま
し
た
。
そ
の
後
、
地
元
の
森
林
組
合

に
就
職
し
11
年
間
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
良
き
指
導
者
に
恵
ま
れ
た
こ
と
、

山
で
働
く
人
た
ち
や
先
輩
同
僚
と
の
交
流
は
、

現
在
の
私
が
あ
る
原
点
と
言
え
ま
す
。

　

仕
事
以
外
に
も
地
元
に
お
い
て
は
消
防
団
や

青
年
団
、
町
内
の
人
た
ち
と
の
付
き
合
い
も
、

私
が
育
つ
大
き
な
要
因
で
し
た
。

　

昭
和
58
年
、
多
く
の
皆
さ
ん
か
ら
推
さ
れ
、

下
呂
町
議
会
議
員
に
当
選
し
た
の
が
、
私
の
政

治
家
の
第
一
歩
で
す
。
以
後
、
平
成
16
年
の
町

村
合
併
の
直
前
ま
で
町
議
会
議
員
６
期
、
そ
の

後
下
呂
市
議
会
議
員
を
１
期
勤
め
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
秋
、
次
期
市
長
選
挙
に
出
馬
を
要

請
さ
れ
一
旦
決
意
し
ま
し
た
が
、
直
後
、
膀
胱

ガ
ン
が
発
見
さ
れ
断
念
し
ま
し
た
。
手
術
、
退

院
し
た
翌
春
、
再
度
多
く
の
人
た
ち
の
声
に
推

さ
れ
、
出
馬
し
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
現
在

２
期
目
。

　

私
な
り
に
山
あ
り
谷
あ
り
の
今
ま
で
の
人
生

の
よ
う
に
思
い
ま
す
。“
人
間
万
事
塞
翁
が
馬
”

の
気
持
ち
で
生
き
て
き
ま
し
た
が
、
鈍
感
力
も

持
っ
て
い
ま
す
。

趣
味
１　

読
書

　

小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
家
に
あ
る
月
刊
誌
や
新

聞
を
読
む
の
が
好
き
で
し
た
。
内
容
を
理
解
で

き
る
年
ご
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
分
か

ら
な
い
文
字
は
辞
書
で
調
べ
ま
し
た
。
長
じ
て

大
学
に
入
っ
て
か
ら
『
週
刊
朝
日
』
を
今
日
ま
で

購
読
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
読
書
と
は
言
え
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
時
々
の
世
相
を
感
じ

と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
ま
で
の
中
で
も
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る

の
は
、
東
郷
青
児
の
美
人
画
が
表
紙
を
飾
っ
て

い
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
自
己
満
足
で
す
が
、

村
山
内
閣
が
発
足
後
、
そ
の
内
閣
の
感
想
を
投

稿
し
た
と
こ
ろ
現
在
の
「
お
便
り
ク
ラ
ブ
」
に
掲

載
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

　

今
ま
で
一
番
読
み
ご
た
え
の
あ
っ
た
の
は
、

吉
川
英
治
の
「
三
国
志
」
で
す
。
中
国
の
魏ぎ

・

呉ご

・
蜀し

ょ
く
の
三
国
時
代
の
歴
史
を
扱
っ
た
も
の
で

す
。
劉り
ゅ
う
び備
・
曹そ

う
そ
う操
・
董と

う
た
く卓
ら
の
覇
権
を
め
ぐ
っ

自分が育てた自慢の森林

森林の手入れに汗を流す筆者

公務の合間に読書を楽しむ筆者

岐阜の宝物第１号「小坂の滝めぐり」三ツ滝の清流


