
1 

 

近

現

代

日

本

に

お

け

る

共

有

林

と

林

政

 

―

基

層

と

し

て

の

「

民

林

自

治

」

―

(

要

約

・

公

開

用

)
 

青

木

 

健

 

  

本

論

文

の

課

題

は

、

近

現

代

に

お

け

る

林

政

及

び

、

共

有

林

経

営

の

展

開

を

分

析

し

、

森

林

管

理

の

担

い

手

を

め

ぐ

る

日

本

的

特

質

を

究

明

す

る

こ

と

で

あ

る

。

序

章

で

は

、

そ

の

分

析

の

前

提

と

し

て

、

森

林

管

理

と

そ

の

担

い

手

に

関

す

る

研

究

史

の

流

れ

を

、

比

較

史

・

通

史

両

面

に

わ

た

っ

て

検

討

す

る

。

 

 

近

世

期

(

一

六

―

一

八

世

紀
)

の

環

境

問

題

に

関

し

て

、

世

界

史

的

な

考

察

を

試

み

た

J
o

h
n

 F
. R

i
c

h
a

r
d

s

は

、

当

該

期

の

世

界

で

、

唯

一

日

本

が

持

続

性

の

あ

る

森

林

管

理

に

乗

り

出

し

た

と

し

て

い

る

。

し

か

し

、

日

本

だ

け

が

持

続

的

な

森

林

管

理

を

成

功

さ

せ

た

唯

一

の

例

で

あ

る

と

果

し

て

本

当

に

い

え

る

の

か

？

も

し

日

本

以

外

に

持

続

的

な

森

林

管

理

が

行

わ

れ

た

事

例

が

あ

る

と

す

れ

ば

、

そ

の

主

体

に

つ

い

て

、

ど

の

よ

う

な

特

徴

が

指

摘

で

き

る

の

か

？

 

 

環

境

史

家

の

J
o

a
c

h
i
m

 R
a

d
k

a
u

の

所

説

は

、

右

の

疑

問

に

対

す

る

ひ

と

つ

の

回

答

を

提

示

す

る

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

中

世

の

終

り

か

ら

、

特

に

中

・

西

欧

で

は

、

国

家

が

、

森

林

の

開

墾

で

は

な

く

森

林

の

保

護

に

、

自

ら

の

政

治

的

支

配

力

を

発

揮

す

る

場

を

見

出

し

た

。

さ

ら

に

、

と

り

わ

け

そ

の

典

型

例

で

あ

る

ド

イ

ツ

で

は

、

高

木

林

施

業

を

中

心

と

し

た

森

林

管

理

が

、

高

度

に

公

的

性

質

を

帯

び

つ

つ

実

践

さ

れ

た

。

同

時

に

そ

の

実

践

は

、

必

ず

し

も

単

線

的

な

集

権

化

へ

の

途

を

歩

む

も

の

で

は

な

く

、

地

方

自

治

の

レ

ベ

ル

に

お

い

て

実

効

を

あ

げ

た

の

で

あ

る

。

 

 

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

こ

の

よ

う

な

歩

み

に

対

し

て

、

日

本

で

は

、

環

境

問

題

と

政

治

的

支

配

の

歴

史

的

連

関

が

、

主

と

し

て

水

利

の

問

題

を

め

ぐ

っ

て

展

開

し

た

。

そ

れ

に

応

じ

て

公

権

力

は

、

早

く

か

ら

在

地

支

配

か

ら

離

れ

る

か

た

ち

で

成

長

し

て

き

た

の

で

あ

る

。
し

た

が

っ

て

、
森

林

管

理

の

重

要

な

担

い

手

と

し

て

浮

上

す

る

の

は

、
「

民

」
に

よ

る

林

野

利

用

、

即

ち

「

民

林

自

治

」

で

あ

る

。
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辻

灝

洲

は

こ

の

「

民

林

自

治

」

に

つ

い

て

論

じ

、

日

本

林

野

史

の

基

層

に

は

、

農

民

に

よ

る

「

私

権

的

利

用

」

を

通

じ

た

森

林

管

理

が

根

強

く

存

在

す

る

と

し

た

。

辻

に

よ

れ

ば

、

日

本

に

お

け

る

森

林

管

理

は

、

公

的

な

支

配

権

力

で

は

な

く

、

末

端

の

地

域

社

会

に

お

け

る

「

民

」

(

農

民

)

を

担

い

手

と

す

る

も

の

な

の

で

あ

る

。

そ

し

て

日

本

林

野

史

の

研

究

動

向

に

は

、

こ

の

辻

の

認

識

に

連

な

る

研

究

が

多

い

。

 

 

日

本

の

研

究

動

向

を

整

理

す

る

と

、

用

材

林

業

・

薪

炭

林

業

を

問

わ

ず

、

農

民

に

よ

る

育

成

林

業

が

、

草

山

利

用

を

含

め

た

多

様

な

農

民

の

林

野

利

用

、

い

わ

ば

ア

グ

ロ

・

フ

ォ

レ

ス

ト

リ

ー

の

性

格

を

濃

厚

に

帯

び

て

、

成

長

し

て

き

た

こ

と

が

分

か

る

。

そ

の

中

で

は

森

林

管

理

は

、

農

民

に

よ

る

日

常

的

ニ

ー

ズ

に

対

応

し

、

そ

の

ニ

ー

ズ

の

重

点

は

、

林

地

管

理

を

通

じ

て

得

ら

れ

る

諸

種

の

副

産

物

(

下

草

・

除

間

伐

木

な

ど

)

に

向

け

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

 

 

右

の

よ

う

な

日

本

林

野

史

の

も

つ

性

格

は

、

近

現

代

以

降

に

も

反

映

さ

れ

る

。

近

代

以

降

の

森

林

制

度

の

整

備

過

程

は

、
ま

ず

地

租

改

正

時

の

林

野

の

官

民

所

有

区

分

か

ら

は

じ

ま

っ

た

。
こ

の

官

民

区

分

で

は

、
「

民

有

の

確

証

」
の

提

示

を

「

民

」

の

側

に

求

め

る

形

式

が

採

用

さ

れ

、

そ

の

挙

証

が

不

充

分

と

み

な

さ

れ

た

も

の

を

中

心

に

、

大

量

の

官

有

地

の

創

出

に

つ

な

が

っ

た

。

そ

し

て

官

林

経

営

の

体

制

整

備

は

、
「

民

林

自

治

」

が

圧

倒

的

に

支

配

す

る

な

か

で

、
「

官

」

が

ド

イ

ツ

流

の

森

林

制

度

と

林

学

知

識

を

適

用

し

う

る

「

特

殊

な

世

界

」

を

、

全

く

一

か

ら

創

設

す

る

過

程

に

ほ

か

な

ら

な

か

っ

た

。

し

か

し

日

本

で

は

、

純

粋

に

そ

う

し

た

森

林

管

理

を

展

開

で

き

る

林

地

を

創

り

出

す

こ

と

は

、

非

常

に

難

航

を

極

め

た

。

し

た

が

っ

て

そ

の

過

程

で

、

国

家

は

、

官

有

地

上

に

、

農

民

に

よ

る

入

会

的

林

野

利

用

が

残

存

す

る

こ

と

を

受

け

入

れ

た

の

で

あ

る

。

 

 

右

の

よ

う

に

、

官

有

地

上

に

「

私

権

的

利

用

」

を

認

め

る

よ

う

な

制

度

を

整

備

し

た

点

は

、

日

本

独

自

の

特

徴

で

あ

っ

た

。

ド

イ

ツ

や

フ

ラ

ン

ス

は

、

農

民

の

林

野

利

用

を

徹

底

的

に

切

り

離

し

て

、

国

家

に

よ

る

森

林

経

営

を

純

粋

に

展

開

で

き

る

林

地

を

創

り

出

す

途

を

選

ん

だ

の

で

あ

る

。

即

ち

こ

こ

で

の

森

林

制

度

の

官

民

峻

別

と

は

、

経

営

林

野

の

峻

別

の

徹

底

そ

の

も

の

で

あ

っ

た

。
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こ

の

よ

う

に

公

権

力

が

、

在

地

に

お

い

て

直

接

的

な

森

林

管

理

を

展

開

す

る

歴

史

的

蓄

積

が

な

く

、

公

権

力

の

側

で

は

そ

の

志

向

性

自

体

も

弱

い

と

い

う

の

が

、

森

林

制

度

の

日

本

的

特

質

で

あ

っ

た

。

こ

の

点

を

詳

し

く

追

究

す

る

た

め

に

、

第

一

部

の

第

一

・

二

章

で

は

、

日

本

の

林

政

展

開

に

お

け

る

「

公

権

」

と

「

私

権

」

の

関

係

性

に

つ

い

て

、

概

括

的

に

検

討

す

る

。

 

ま

ず

第

一

章

で

は

、

国

有

林

経

営

の

体

制

整

備

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

検

討

対

象

は

、

一

八

九

九

年

成

立

の

国

有

林

野

法

を

は

じ

め

と

し

た

関

係

法

案

の

帝

国

議

会

で

の

審

議

過

程

で

あ

る

。

本

論

文

が

こ

の

議

会

審

議

で

注

目

し

た

こ

と

は

、

国

有

林

野

法

で

委

託

林

制

度

・

部

分

林

制

度

が

規

定

さ

れ

た

点

を

め

ぐ

る

論

議

で

あ

る

。

委

託

林

制

度

は

、

地

元

民

に

林

野

の

保

護

を

委

託

す

る

代

わ

り

に

、

柴

草

・

落

枝

な

ど

の

雑

産

物

を

採

取

さ

せ

る

も

の

で

、

部

分

林

制

度

は

、

地

元

民

に

国

有

林

野

上

で

林

木

を

育

成

さ

せ

る

代

わ

り

に

、

成

木

に

つ

い

て

、

現

木

な

い

し

価

額

を

官

民

で

分

収

す

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

二

つ

の

制

度

は

、

国

有

林

野

上

に

「

私

権

的

利

用

」

を

重

畳

的

に

残

す

も

の

で

あ

っ

た

。

 

右

の

内

容

の

法

案

を

審

議

し

た

帝

国

議

会

で

は

、

政

府

案

の

対

案

と

し

て

、

経

営

林

地

の

官

民

区

分

の

徹

底

を

は

か

る

路

線

が

提

起

さ

れ

た

。

そ

し

て

こ

の

論

点

は

、

国

有

林

経

営

の

大

方

針

と

関

連

し

て

論

じ

ら

れ

た

。

こ

の

大

方

針

と

し

て

論

議

さ

れ

た

点

は

、

即

ち

国

家

は

保

安

的

林

業

に

特

化

す

べ

き

か

、

も

し

く

は

経

済

林

業

の

領

域

ま

で

広

く

カ

バ

ー

す

べ

き

か

と

い

う

論

点

で

あ

っ

た

。

 

 

議

会

側

で

は

、

特

に

衆

議

院

に

お

い

て

、

前

者

の

方

針

に

つ

な

が

る

論

議

が

さ

か

ん

に

行

わ

れ

た

。

こ

の

中

で

は

、

地

租

改

正

時

の

林

野

の

官

民

区

分

は

、

あ

く

ま

で

も

所

有

の

区

分

で

あ

り

、

別

途

使

用

収

益

権

、

つ

ま

り

農

民

に

よ

る

林

野

利

用

の

清

算

が

必

要

で

あ

る

と

の

意

見

が

出

さ

れ

た

。

そ

し

て

こ

う

し

た

「

私

権

的

利

用

」

の

清

算

は

、

主

と

し

て

「

民

」

へ

の

林

地

分

割

を

通

じ

て

な

さ

れ

る

べ

き

も

の

と

さ

れ

た

。

こ

の

結

果

、

経

済

林

業

の

領

域

は

「

民

」

へ

委

ね

ら

れ

、

国

家

の

手

に

残

さ

れ

た

森

林

の

経

営

は

、

概

ね

保

安

的

林

業

の

性

格

を

も

つ

こ

と

に

な

る

と

い

う

の

が

、

こ

こ

で

の

論

議

の

趣

旨

で

あ

っ

た

。
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他

方

で

同

じ

議

会

側

で

も

貴

族

院

で

は

、

国

家

は

経

済

林

業

の

領

域

ま

で

広

く

受

け

も

つ

べ

き

も

の

で

あ

る

と

の

意

見

が

出

さ

れ

た

。

こ

の

議

論

は

、

国

有

林

経

営

に

一

般

財

政

へ

の

寄

与

機

能

を

も

担

わ

せ

て

、

耕

地

へ

重

課

さ

れ

た

租

税

の

軽

減

を

は

か

ろ

う

と

す

る

方

向

性

も

含

ん

だ

も

の

で

あ

っ

た

。

こ

こ

で

の

論

議

で

は

、

そ

の

一

環

と

し

て

、

民

有

林

の

経

営

を

国

家

が

代

行

す

る

と

い

っ

た

管

理

官

行

の

制

度

も

提

起

さ

れ

た

。

そ

し

て

同

論

議

は

、

政

府

提

出

法

案

に

つ

い

て

、

委

託

林

・

部

分

林

制

度

を

規

定

し

た

点

を

論

難

す

る

も

の

で

も

あ

っ

た

。

つ

ま

り

そ

の

論

議

は

、

国

有

林

野

上

に

「

私

権

的

利

用

」

を

重

畳

的

に

認

め

る

よ

う

な

当

該

制

度

を

、
「

野

蛮

ノ

遺

風

」

と

断

じ

た

の

で

あ

る

。

 

 

右

で

み

た

よ

う

に

、

国

有

林

の

経

営

体

制

に

関

す

る

法

案

審

議

で

は

、

経

営

の

大

方

針

と

の

関

わ

り

で

、

経

営

林

地

の

官

民

峻

別

の

徹

底

を

め

ぐ

る

論

議

に

ま

で

審

議

が

及

ん

だ

が

、
結

果

と

し

て

は

国

有

林

上

に

、
「

私

権

的

利

用

」
を

残

す

制

度

が

そ

の

ま

ま

規

定

さ

れ

た

。

こ

の

背

景

に

は

、

委

託

林

・

部

分

林

制

度

を

「

私

権

的

利

用

」

を

通

じ

た

森

林

管

理

の

方

法

と

認

識

す

る

考

え

方

が

あ

っ

た

。

そ

し

て

そ

の

基

底

に

は

、

こ

れ

ら

の

両

制

度

に

は

、

近

世

期

以

来

の

前

史

が

あ

り

、

森

林

管

理

上

に

も

好

結

果

を

残

し

た

と

い

う

「

民

林

自

治

」

の

伝

統

が

根

強

く

存

在

し

た

の

で

あ

る

。

 

 

次

に

第

二

章

で

は

、

公

有

林

政

策

の

日

本

的

特

質

を

検

討

す

る

。

日

本

に

お

け

る

公

有

林

制

度

の

整

備

で

は

、

表

面

上

は

、

森

林

法

上

で

施

業

案

監

督

制

を

基

本

制

度

と

し

て

規

定

し

た

後

、

官

行

造

林

制

度

を

補

足

的

に

導

入

す

る

か

た

ち

で

造

林

政

策

が

展

開

さ

れ

た

。

た

だ

し

公

有

林

政

策

で

は

そ

の

大

前

提

と

し

て

、

真

に

「

公

」

た

る

性

質

を

備

え

た

林

地

を

創

り

出

す

過

程

を

踏

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

ド

イ

ツ

で

の

政

策

展

開

が

非

常

に

参

考

と

な

る

。

 

 

ド

イ

ツ

で

は

、

一

六

世

紀

以

降

村

落

共

同

体

な

い

し

は

部

落

の

も

つ

森

林

が

、

行

政

上

の

市

町

村

に

属

す

る

公

共

財

産

の

性

質

を

も

つ

よ

う

に

な

っ

た

。

そ

の

際

森

林

は

、

収

益

が

市

町

村

の

一

般

の

財

政

需

要

に

充

当

さ

れ

る

と

い

う

金

庫

財

産

森

林

へ

と

転

換

さ

れ

る

こ

と

が

望

ま

れ

た

。

金

庫

財

産

森

林

の

経

営

目

標

は

、

各

個

人

の

特

殊

利

害

に

か

か

わ

ら

ず

、

森

林

か

ら

の

金

銭

的

な

収

益

を

最

大

限

追

求

す

る

こ

と

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

そ

の

た

め

に

、

専

門

的

な

施

業

指
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導

者

に

よ

る

高

木

林

経

営

が

行

わ

れ

る

こ

と

が

想

定

さ

れ

た

。

た

だ

し

、

こ

う

し

た

金

庫

財

産

森

林

へ

の

転

換

に

は

、

燃

材

や

家

畜

用

敷

藁

な

ど

を

目

的

と

し

た

農

民

的

林

野

利

用

を

清

算

す

る

こ

と

も

必

要

と

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

公

有

林

政

策

の

展

開

に

は

前

提

と

し

て

、
「

私

権

的

利

用

」

を

清

算

す

る

こ

と

で

、
「

公

」

た

る

性

質

を

具

備

し

た

林

地

を

創

り

出

す

こ

と

が

要

請

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

 

 

と

こ

ろ

が

日

本

で

は

、

こ

う

し

た

前

提

条

件

の

整

備

が

進

ま

な

い

状

況

下

で

、

一

九

〇

七

年

の

森

林

法

改

正

で

、

施

業

案

の

監

督

制

が

布

か

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

具

体

的

な

問

題

は

、

ま

ず

市

町

村

レ

ベ

ル

に

お

い

て

、

公

有

林

経

営

を

行

う

た

め

の

専

門

的

な

林

務

体

制

が

未

成

熟

で

あ

っ

た

点

で

あ

る

。
そ

の

た

め

に

森

林

の

施

業

案

の

編

成

に

つ

い

て

も

、

府

県

レ

ベ

ル

で

作

成

さ

れ

た

案

を

市

町

村

へ

下

付

す

る

と

い

う

制

度

運

用

が

行

わ

れ

た

。

し

か

し

公

有

林

に

お

け

る

政

策

展

開

で

根

本

的

な

障

害

と

な

っ

た

の

は

、

公

有

林

野

行

政

側

に

、

農

民

に

よ

る

林

野

利

用

そ

れ

自

体

を

意

識

的

に

清

算

し

て

、

部

落

有

林

か

ら

純

粋

な

「

公

有

林

」

を

創

り

出

そ

う

と

す

る

契

機

が

欠

如

し

て

い

た

点

で

あ

っ

た

。

 

 

右

の

よ

う

な

袋

小

路

の

中

で

、

施

業

案

監

督

制

を

補

完

す

る

か

た

ち

で

、

官

行

造

林

制

度

が

導

入

さ

れ

た

。

同

制

度

は

、

国

家

が

、

市

町

村

有

林

を

対

象

に

、

地

方

自

治

体

の

基

本

財

産

造

成

を

主

目

的

と

し

て

、

国

家

資

本

及

び

国

有

林

組

織

の

動

員

を

通

し

て

、

造

林

を

行

う

施

策

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

こ

の

制

度

の

特

徴

は

、

国

家

が

造

林

収

益

を

、

林

野

の

所

有

者

で

あ

る

地

方

公

共

団

体

と

分

収

す

る

こ

と

で

あ

っ

た

、

 

 

公

有

林

へ

の

造

林

促

進

策

と

し

て

導

入

さ

れ

た

官

行

造

林

に

は

、

そ

の

制

度

運

用

の

際

に

「

私

権

」

へ

の

配

慮

が

濃

厚

に

み

ら

れ

た

。
官

行

造

林

で

は

、
そ

の

導

入

の

前

提

と

し

て

、
農

民

的

林

野

利

用

に

供

さ

れ

て

い

た

部

落

有

林

(

共

有

林

)

を

市

町

村

有

へ

統

一

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

た

が

、
そ

の

統

一

へ

の

勧

奨

の

た

め

に

、
立

木

成

長

時

の

収

益

分

収

だ

け

で

な

く

、

地

元

住

民

の

副

産

物

採

取

の

許

容

な

ど

の

メ

リ

ッ

ト

も

盛

ん

に

強

調

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

官

行

造

林

で

は

、
公

有

林

政

策

と

し

て

は

、
「

私

権

的

利

用

」
に

極

力

配

慮

し

た

制

度

設

計

・

運

用

が

な

さ

れ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

制

度

の

対

象

と

な

る

「

公

有

林

」

を

創

り

出

す

こ

と

自

体

が

非

常

に

難

航

し

た

。

つ

ま

り

こ

こ

で

は

、
「

民

林
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自

治

」

の

伝

統

が

、

そ

の

政

策

展

開

を

結

果

的

に

阻

む

と

い

う

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

 

 
第

二

部

の

第

三

・

四

章

で

は

、

こ

う

し

た

「

民

林

自

治

」

に

も

と

づ

く

森

林

管

理

と

は

、

実

態

と

し

て

は

い

か

な

る

も

の

で

あ

っ

た

の

か

、

そ

し

て

「

民

林

自

治

」

と

、

国

家

を

は

じ

め

と

す

る

公

権

力

と

の

間

の

関

係

性

は

い

か

な

る

も

の

で

あ

っ

た

の

か

に

つ

い

て

、

具

体

的

な

事

例

分

析

を

通

し

て

追

究

す

る

。

分

析

対

象

は

、

長

野

県

下

伊

那

郡

山

本

村

山

本

区

の

共

有

林

経

営

で

あ

る

。

 

 

第

三

章

で

は

、

一

八

七

五

～

一

九

五

〇

年

に

か

け

て

の

共

有

林

経

営

に

つ

い

て

分

析

す

る

。

当

該

期

で

は

草

山

・

薪

炭

林

利

用

段

階

の

経

営

実

態

が

分

析

の

焦

点

と

な

る

。

こ

の

段

階

で

は

、

農

民

に

よ

る

林

野

利

用

を

保

持

し

よ

う

と

す

る

地

域

社

会

と

、

ア

ジ

ア

太

平

洋

戦

争

突

入

以

降

、

敗

戦

直

後

に

か

け

て

、

外

部

か

ら

強

め

ら

れ

る

資

源

収

奪

や

森

林

の

開

拓

圧

力

と

の

間

の

緊

張

関

係

が

鮮

明

に

な

る

。

こ

の

点

を

山

本

区

有

林

の

経

営

展

開

に

即

し

て

敷

衍

す

る

と

、

次

の

よ

う

に

な

る

。

 

 

山

本

区

有

林

は

、

明

治

期

の

町

村

制

の

下

で

、

そ

の

所

有

権

は

表

面

上

行

政

村

・

山

本

村

に

属

し

な

が

ら

も

、

事

実

上

の

所

有

・

経

営

の

主

体

性

は

、

末

端

集

落

で

あ

る

山

本

区

に

あ

っ

た

。

そ

の

森

林

管

理

は

、

基

本

的

に

は

共

有

山

保

護

規

約

と

い

う

、

い

わ

ば

集

落

の

慣

行

秩

序

に

も

と

づ

い

て

お

り

、

柴

草

刈

り

や

炭

灰

焼

と

い

っ

た

、

農

民

に

よ

る

林

野

利

用

は

、

こ

の

自

治

の

ル

ー

ル

＝

「

生

け

る

法

」

に

よ

っ

て

律

せ

ら

れ

て

い

た

。

 

農

民

に

よ

る

森

林

管

理

は

、

こ

の

よ

う

な

集

落

に

お

け

る

内

部

的

自

治

の

面

の

み

に

見

出

さ

れ

る

だ

け

で

な

く

、

対

外

的

に

も

効

力

を

発

揮

し

た

。

そ

の

典

型

例

は

、

山

本

区

に

よ

る

合

ノ

沢

高

鳥

屋

・

大

明

神

原

の

両

林

野

の

返

還

運

動

で

あ

る

。

山

本

区

は

明

治

末

期

に

、

区

有

林

の

一

部

で

あ

っ

た

合

ノ

沢

高

鳥

屋

・

大

明

神

原

の

両

林

野

の

所

有

権

を

、

行

政

村

の

基

本

財

産

造

成

の

た

め

に

山

本

村

へ

寄

付

し

た

。

と

こ

ろ

が

山

本

村

は

、

寄

付

さ

れ

た

林

野

に

対

応

す

る

物

件

・

金

銭

の

寄

付

を

、

山

本

区

を

除

く

村

内

の

他

集

落

か

ら

徴

収

す

る

こ

と

が

で

き

ず

に

、

基

本

財

産

造

成

を

全

う

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

山

本

区

は

も

と

も

と

、

自

ら

が

寄

付

し

た

林

野

が

山

本

村

当

局

に

よ

る

直

轄

に

移

さ

れ

、
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公

的

に

経

営

管

理

が

な

さ

れ

る

こ

と

を

想

定

し

て

い

た

が

、

山

本

村

当

局

は

そ

の

林

野

を

荏

苒

と

放

置

し

た

ま

ま

に

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

山

本

区

は

そ

れ

ら

の

林

野

を

、

自

ら

の

自

治

管

理

に

再

び

戻

す

べ

く

し

て

返

還

運

動

を

展

開

し

た

。
 

こ

の

返

還

運

動

の

は

じ

ま

り

を

う

け

て

、

行

政

村

当

局

と

山

本

区

の

間

で

開

始

さ

れ

た

折

衝

で

は

、

当

該

林

野

の

使

用

収

益

を

山

本

区

へ

返

還

す

る

こ

と

が

早

い

段

階

か

ら

既

定

路

線

と

な

っ

た

。

具

体

的

に

、

ま

ず

大

明

神

原

に

つ

い

て

は

、

山

本

区

の

手

で

開

墾

経

営

に

着

手

す

る

こ

と

が

合

意

さ

れ

た

。

他

方

の

合

ノ

沢

高

鳥

屋

に

つ

い

て

は

、

返

還

後

の

土

地

利

用

方

法

が

重

要

な

争

点

と

な

っ

た

。

行

政

村

当

局

は

、

公

有

林

の

所

有

主

体

と

し

て

、

経

営

管

理

を

展

開

す

る

べ

く

、

官

行

造

林

制

度

を

適

用

す

る

案

を

提

示

し

た

。

そ

の

一

方

山

本

区

は

、

同

林

地

に

お

け

る

入

会

権

を

保

持

す

る

た

め

に

、

こ

の

造

林

案

に

反

対

し

た

。

こ

の

合

ノ

沢

高

鳥

屋

に

つ

い

て

は

、

官

行

造

林

案

へ

の

山

本

区

の

反

対

意

見

に

加

え

て

、

同

林

地

の

実

測

面

積

が

制

度

の

資

格

要

件

を

満

た

さ

な

か

っ

た

こ

と

も

あ

り

、

結

果

的

に

は

山

本

区

に

よ

る

入

会

的

林

野

利

用

が

継

続

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

こ

に

対

外

的

な

「

民

林

自

治

」

の

ひ

と

つ

の

あ

ら

わ

れ

が

み

ら

れ

る

。

 

 

ア

ジ

ア

・

太

平

洋

戦

争

突

入

以

降

の

山

本

区

で

は

、

戦

時

下

の

銃

後

農

村

へ

食

糧

や

林

産

物

の

増

産

要

請

が

下

り

て

く

る

状

況

下

で

、

農

民

側

の

生

産

・

生

活

の

あ

り

方

も

変

化

し

、

慣

行

的

林

野

利

用

と

そ

の

基

盤

で

あ

る

区

有

林

も

変

容

を

迫

ら

れ

た

。

具

体

的

に

は

、

共

有

山

保

護

規

約

の

度

重

な

る

改

正

に

よ

り

、

柴

草

刈

り

や

炭

灰

焼

の

期

間

延

長

や

入

山

鑑

札

の

増

発

が

な

さ

れ

、

区

有

林

へ

過

度

の

利

用

圧

力

が

か

か

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の

間

で

は

、

行

政

村

当

局

か

ら

食

糧

増

産

の

た

め

に

開

拓

用

地

の

提

供

要

請

が

あ

っ

た

り

、

そ

の

ほ

か

に

も

軍

需

用

材

及

び

薪

炭

林

の

払

下

要

請

が

あ

っ

た

。

し

か

し

山

本

区

は

、

あ

く

ま

で

「

生

け

る

法

」

の

下

で

の

林

野

利

用

の

維

持

、

ひ

い

て

は

森

林

資

源

の

保

続

的

管

理

の

観

点

か

ら

、

こ

れ

ら

の

要

請

を

拒

否

し

て

き

た

。

 

 

戦

後

に

お

い

て

も

、
区

有

林

へ

の

新

規

の

加

入

者

数

の

推

移

を

見

る

限

り

、
区

有

林

で

の

農

民

に

よ

る

林

野

利

用

は

、
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戦

後

も

引

き

続

き

維

持

さ

れ

、
敗

戦

後

の

状

況

下

で

む

し

ろ

強

化

さ

れ

る

傾

向

に

あ

っ

た

。
戦

後

の

緊

急

開

拓

計

画

は

、

行

政

村

当

局

に

よ

っ

て

、

こ

う

し

た

林

野

利

用

の

実

態

を

無

視

し

て

立

案

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

。

開

拓

計

画

は

、

計

画

地

を

め

ぐ

る

事

情

か

ら

一

旦

頓

挫

し

た

後

、
最

終

的

に

大

明

神

地

区

の

一

部

分

に

限

定

し

て

実

施

が

強

行

さ

れ

た

が

、

区

有

林

経

営

と

の

対

抗

・

利

害

調

整

の

中

で

、

引

揚

者

・

疎

開

者

な

ど

の

帰

農

対

策

と

し

て

の

当

初

の

性

格

を

失

っ

て

い

き

、

結

局

区

有

林

の

入

会

権

者

＝

既

存

農

家

の

増

反

と

い

う

性

格

を

強

め

る

結

果

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

 

 

第

四

章

で

は

、

一

九

五

〇

～

一

九

八

〇

年

に

か

け

て

の

共

有

林

経

営

を

と

り

あ

げ

る

が

、

こ

の

時

期

に

つ

い

て

は

、

地

域

社

会

に

お

け

る

林

地

利

用

の

変

化

を

前

提

と

し

て

、

国

家

が

分

収

造

林

制

度

の

整

備

を

通

じ

て

、

林

種

転

換

造

林

＝

拡

大

造

林

を

推

進

し

て

い

く

過

程

を

究

明

す

る

。

 

 

一

九

五

〇

年

代

の

山

本

区

有

林

経

営

は

、

ア

ジ

ア

・

太

平

洋

戦

争

期

か

ら

敗

戦

直

後

に

か

け

て

累

積

し

た

造

林

未

済

地

の

解

消

を

目

指

す

長

野

県

林

政

か

ら

の

規

定

を

う

け

て

い

た

。

具

体

的

に

そ

の

規

定

性

は

、

県

当

局

か

ら

造

林

割

当

の

か

た

ち

で

あ

ら

わ

れ

た

が

、

山

本

区

側

は

造

林

の

規

模

、

地

籍

、

そ

し

て

事

業

種

別

の

面

で

留

保

条

件

を

つ

け

な

が

ら

、

造

林

割

当

を

受

け

入

れ

て

い

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

造

林

割

当

に

対

す

る

山

本

区

側

の

対

応

の

背

景

に

は

、

造

林

は

あ

く

ま

で

地

域

社

会

に

お

け

る

自

治

的

な

林

野

利

用

と

両

立

す

る

も

の

で

あ

り

、

さ

ら

に

そ

れ

は

集

落

組

織

を

通

じ

て

調

達

で

き

る

区

有

林

の

加

入

者

労

働

力

の

範

囲

内

で

行

わ

れ

る

必

要

が

あ

る

と

い

う

区

側

の

主

体

的

な

判

断

を

見

出

す

こ

と

が

で

き

る

。

造

林

作

業

の

際

の

加

入

者

に

よ

る

義

務

出

役

に

つ

い

て

は

、

そ

の

裏

面

と

し

て

区

有

林

の

利

用

や

収

益

配

分

が

あ

る

が

、

当

該

期

の

加

入

者

側

か

ら

の

強

い

要

望

は

、

立

木

売

却

時

の

配

分

金

に

向

け

ら

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

。
し

か

し

配

分

金

要

望

を

も

と

に

し

た

立

木

売

却

は

、
在

来

樹

種

か

ら

な

る

林

地

の

大

規

模

な

皆

伐

を

引

き

起

こ

し

、

伐

採

跡

地

の

造

林

と

の

関

わ

り

で

、

山

本

区

は

公

団

造

林

を

導

入

す

る

必

要

に

迫

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

 

 

そ

の

一

方

林

政

面

で

は

、

造

林

未

済

地

の

解

消

に

目

途

が

つ

き

、

一

九

五

五

年

以

後

造

林

政

策

が

、

林

種

転

換

を

目

的

と

し

た

拡

大

造

林

の

段

階

へ

展

開

す

る

な

か

で

、

分

収

造

林

が

政

策

手

段

と

し

て

有

効

活

用

さ

れ

た

。

戦

前

来

か

ら
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官

行

造

林

の

か

た

ち

で

、

公

有

林

を

対

象

と

し

た

分

収

造

林

が

展

開

さ

れ

て

い

た

が

、

拡

大

造

林

の

推

進

期

に

は

、

そ

の

制

度

の

対

象

が

部

落

有

林

(

共

有

林

)

に

ま

で

拡

大

さ

れ

、

森

林

開

発

公

団

に

よ

る

分

収

造

林

が

、

そ

の

後

を

引

き

継

ぐ

こ

と

に

な

っ

た

。

こ

れ

は

造

林

政

策

が

、

あ

り

の

ま

ま

の

「

民

林

自

治

」

に

働

き

か

け

る

こ

と

を

通

じ

て

、

政

策

展

開

を

行

う

方

向

へ

明

確

に

舵

を

切

っ

た

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

そ

し

て

同

時

に

、

こ

れ

は

公

有

林

政

策

自

体

の

終

焉

を

も

意

味

し

た

の

で

あ

る

。

 

山

本

区

は

、

こ

の

公

団

造

林

の

受

け

皿

と

し

て

一

九

六

三

年

に

山

本

区

財

産

区

を

設

置

し

、

会

計

監

査

体

制

の

確

立

や

財

産

区

管

理

会

設

置

な

ど

、

造

林

資

金

の

受

け

入

れ

の

た

め

の

条

件

整

備

を

行

っ

た

。

公

団

造

林

事

業

で

は

、

同

財

産

区

が

公

団

か

ら

造

林

資

金

を

受

け

入

れ

る

一

方

、

造

林

作

業

を

飯

田

市

森

林

組

合

な

ど

へ

外

部

委

託

す

る

と

い

う

運

営

体

制

が

と

ら

れ

た

。

こ

れ

は

加

入

者

労

働

力

を

も

と

に

、

自

力

で

造

林

作

業

を

行

っ

て

い

た

従

前

の

共

有

林

経

営

の

性

格

に

大

き

な

変

化

を

も

た

ら

す

も

の

で

あ

り

、

そ

の

影

響

は

公

団

造

林

以

外

の

自

力

事

業

の

対

象

地

に

も

及

ん

だ

。

つ

ま

り

自

力

事

業

の

対

象

地

籍

で

も

加

入

者

の

出

役

が

廃

止

さ

れ

、

そ

の

代

わ

り

に

分

担

金

徴

収

に

よ

っ

て

造

林

作

業

の

外

部

委

託

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

以

上

の

経

営

展

開

を

経

て

、

同

財

産

区

加

入

者

の

集

団

は

、

山

林

の

価

値

を

持

分

的

に

保

有

す

る

団

体

へ

と

変

質

し

、
そ

れ

に

伴

っ

て

、
加

入

金

の

高

騰

現

象

が

よ

り

鮮

明

に

な

っ

た

。

し

か

し

、

そ

の

一

方

で

同

財

産

区

で

は

、

財

産

区

有

林

の

「

公

共

」

的

性

格

を

踏

ま

え

、

既

加

入

者

の

既

得

権

の

清

算

や

新

規

加

入

金

の

引

下

げ

を

通

じ

て

地

域

社

会

へ

の

収

益

配

分

の

均

霑

化

が

は

か

ら

れ

て

い

く

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

共

有

林

に

お

け

る

収

益

の

個

別

持

分

化

を

前

提

に

し

な

が

ら

も

、

地

域

社

会

内

で

そ

の

所

有

の

果

実

の

均

霑

化

も

絶

え

ず

試

み

て

行

こ

う

と

す

る

動

向

に

、

財

産

区

有

林

経

営

の

特

質

が

あ

ら

わ

れ

て

い

る

と

い

え

る

。

 

 

最

後

に

終

章

と

し

て

、

本

論

文

の

ま

と

め

を

行

う

。

序

章

で

述

べ

た

よ

う

に

、

地

域

に

自

治

的

な

森

林

管

理

が

存

在

す

る

日

本

・

ド

イ

ツ

は

、

持

続

可

能

な

森

林

管

理

を

行

っ

て

き

た

と

さ

れ

る

代

表

例

で

あ

る

。

し

か

し

地

域

に

お

け

る

「

自

治

」

と

一

言

で

い

っ

て

も

、

そ

の

実

際

の

担

い

手

や

、

担

い

手

で

あ

る

こ

と

を

相

対

的

に

強

く

志

向

す

る

主

体

に
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は

、

日

本

と

ド

イ

ツ

で

は

違

い

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う

の

が

本

論

文

の

問

題

関

心

で

あ

っ

た

。

 

 
右

の

よ

う

な

観

点

か

ら

、

日

本

の

森

林

制

度

の

整

備

過

程

を

、

ド

イ

ツ

と

の

比

較

で

ふ

り

か

え

る

。

ま

ず

ド

イ

ツ

で

は

、

国

有

林

経

営

で

は

、

経

営

林

地

の

「

官

」
「

民

」

区

分

を

徹

底

す

る

こ

と

が

行

わ

れ

た

。

さ

ら

に

「

民

」

の

領

域

で

も

農

民

に

よ

る

共

同

利

用

に

供

さ

れ

る

林

地

を

切

り

離

し

つ

つ

、

純

粋

に

公

的

性

質

を

具

備

し

た

林

地

を

創

り

出

し

た

上

で

、

地

方

公

共

団

体

が

公

有

林

の

管

理

を

行

う

と

い

う

の

が

、

ド

イ

ツ

の

事

例

で

あ

っ

た

。

そ

こ

に

は

国

家

や

地

方

と

い

っ

た

レ

ベ

ル

を

問

わ

ず

、

公

的

主

体

が

高

木

林

施

業

の

専

管

的

担

い

手

を

志

向

す

る

姿

が

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

 

 

そ

れ

に

対

し

て

、

水

利

を

中

心

に

支

配

権

力

を

行

使

す

る

傾

向

が

強

か

っ

た

日

本

の

公

的

権

力

は

、

在

地

に

根

を

張

っ

て

営

林

支

配

を

強

め

る

と

い

う

歴

史

的

蓄

積

を

欠

い

て

い

た

。

そ

こ

で

、

森

林

管

理

で

実

効

力

を

も

っ

た

の

は

、

農

民

に

よ

る

自

治

的

な

森

林

管

理

、

即

ち

「

民

林

自

治

」

で

あ

っ

た

。

そ

う

し

た

「

民

林

自

治

」

が

広

範

に

根

づ

い

て

い

た

な

か

で

、

全

く

一

か

ら

森

林

管

理

に

お

け

る

「

官

治

」

の

領

域

を

創

り

出

そ

う

と

し

た

プ

ロ

セ

ス

が

、

日

本

の

森

林

制

度

の

整

備

過

程

(

第

一

・

二

章

)

で

あ

っ

た

。

そ

の

過

程

の

出

発

点

で

あ

る

地

租

改

正

で

は

、

所

有

地

の

官

民

区

分

は

行

わ

れ

た

が

、

経

営

林

地

の

「

官

」
「

民

」

峻

別

は

徹

底

さ

れ

ず

、

逆

に

「

官

」

の

領

域

に

「

私

権

的

利

用

」

を

重

畳

的

に

残

存

さ

せ

る

よ

う

な

森

林

制

度

が

つ

く

ら

れ

た

(

部

分

林

・

委

託

林

制

度

)

。

こ

の

よ

う

な

森

林

制

度

の

整

備

に

つ

い

て

は

、

農

民

に

よ

る

「

私

権

的

利

用

」

が

場

合

に

よ

っ

て

は

、

森

林

管

理

の

面

で

も

有

益

な

影

響

を

も

た

ら

す

と

い

う

認

識

が

そ

の

背

景

に

あ

っ

た

と

い

え

る

の

で

あ

る

。

言

い

換

え

れ

ば

公

的

主

体

に

は

、

森

林

管

理

の

専

管

的

担

い

手

で

あ

ろ

う

と

す

る

強

い

志

向

性

が

な

か

っ

た

と

い

わ

ざ

る

を

得

な

い

の

で

あ

る

。

 

 

こ

う

し

た

日

本

の

林

政

の

特

色

が

端

的

に

あ

ら

わ

れ

る

の

は

、

農

民

に

よ

る

入

会

的

林

野

利

用

が

支

配

す

る

「

民

」

の

林

地

か

ら

、

公

的

な

林

地

を

創

り

出

し

て

森

林

管

理

を

行

う

公

有

林

経

営

の

展

開

で

あ

る

。

日

本

に

お

け

る

公

有

林

政

策

は

、

法

制

上

、

施

業

案

監

督

制

を

基

本

に

し

な

が

ら

、

官

行

造

林

制

度

の

創

始

へ

と

展

開

し

た

。

し

か

し

、

そ

の

政

策

展

開

の

前

提

と

な

る

農

民

に

よ

る

入

会

的

林

野

利

用

の

清

算

は

容

易

に

進

展

し

な

か

っ

た

。

そ

こ

で

は

地

方

公

共
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団

体

が

、

い

わ

ば

「

民

林

自

治

」

の

虜

と

な

っ

て

し

ま

い

、

公

有

林

政

策

を

自

覚

的

に

展

開

す

る

素

地

が

決

定

的

に

欠

如

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

 

 

右

の

よ

う

に

日

本

で

は

、

公

的

主

体

よ

り

も

地

域

社

会

な

い

し

は

共

同

体

の

方

が

、

森

林

管

理

の

担

い

手

と

し

て

重

要

な

役

割

を

果

し

て

い

た

が

、

そ

の

実

態

に

つ

い

て

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

本

論

文

で

は

長

野

県

下

伊

那

郡

山

本

村

山

本

区

有

林

の

経

営

展

開

を

分

析

し

た

(

第

三

・

四

章

)

。

 

 

山

本

区

有

林

で

は

、

明

治

期

の

町

村

制

の

下

で

も

、

事

実

上

の

所

有

・

経

営

の

主

体

性

は

、

末

端

集

落

で

あ

る

山

本

区

に

あ

っ

た

。

そ

こ

で

の

農

民

に

よ

る

林

野

利

用

は

、

集

落

の

定

め

た

自

治

の

ル

ー

ル

に

よ

っ

て

律

せ

ら

れ

て

い

た

。

農

民

に

よ

る

森

林

管

理

は

、

こ

の

よ

う

な

内

部

的

自

治

の

面

の

み

に

見

出

さ

れ

る

だ

け

で

な

く

、

対

外

的

に

も

効

力

を

発

揮

し

た

。

そ

の

典

型

例

に

は

、

山

本

区

が

合

ノ

沢

高

鳥

屋

を

対

象

と

し

た

官

行

造

林

案

に

反

対

し

た

こ

と

が

あ

げ

ら

れ

る

。

こ

の

造

林

案

は

行

政

村

・

山

本

村

レ

ベ

ル

で

立

案

さ

れ

た

も

の

で

、

い

わ

ば

公

的

な

森

林

管

理

の

試

み

の

ひ

と

つ

で

あ

っ

た

。

山

本

区

は

官

行

造

林

案

に

対

し

て

、

入

会

的

林

野

利

用

の

保

持

の

観

点

か

ら

反

対

し

た

。

即

ち

、

こ

の

点

か

ら

「

民

林

自

治

」

が

公

有

林

政

策

の

進

捗

を

阻

ん

だ

と

い

え

る

。

 

 

右

の

よ

う

な

地

域

社

会

に

お

け

る

自

治

的

な

森

林

管

理

は

、

公

権

力

に

よ

る

介

入

を

ほ

と

ん

ど

受

け

つ

け

ず

に

推

移

し

た

が

、

一

九

五

〇

年

代

に

な

る

と

、

造

林

が

次

第

に

活

発

化

す

る

中

で

、

山

本

区

有

林

の

利

用

も

立

木

売

却

時

の

収

益

金

配

分

に

重

点

が

移

っ

た

。

し

か

し

、

配

分

金

へ

の

要

望

を

背

景

に

し

た

立

木

売

却

は

、

在

来

種

を

中

心

と

し

た

林

地

の

大

規

模

な

皆

伐

を

引

き

起

こ

し

、

従

来

維

持

さ

れ

て

い

た

自

治

的

森

林

管

理

に

、

根

本

的

な

性

格

変

化

を

引

き

起

こ

し

た

。

即

ち

山

本

区

は

外

部

か

ら

の

資

金

導

入

に

よ

っ

て

、

造

林

を

進

め

て

い

か

ざ

る

を

得

な

い

状

況

に

至

っ

た

の

で

あ

る

。

 

 

こ

う

し

た

「

民

林

自

治

」

の

側

の

変

化

を

受

け

て

、

山

本

区

の

共

有

林

に

お

け

る

造

林

は

、

分

収

造

林

制

度

を

梃

子

と

し

て

進

展

し

て

い

っ

た

。

し

か

し

そ

の

造

林

の

政

策

展

開

は

、

入

会

利

用

が

継

続

す

る

部

落

有

林

・

財

産

区

有

林

を
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直

接

の

対

象

に

す

る

も

の

で

、

も

は

や

民

有

林

政

策

の

一

環

で

あ

っ

た

。

つ

ま

り

山

本

区

の

共

有

林

経

営

の

事

例

を

見

る

限

り

で

も

、

公

的

主

体

に

よ

る

森

林

管

理

と

し

て

の

公

有

林

経

営

は

結

局

行

わ

れ

な

か

っ

た

と

い

え

る

の

で

あ

る

。

 

 


