
和
歌
山
県
内
で
林
業
を
営
む
人

は
、
昭
和
30
年
（
1
9
5
5
年
）
に
は

1
万
4
0
0
0
人
以
上
い
ま
し
た
が
、

平
成
22
年
（
2
0
1
0
年
）
に
は
約

1
3
0
0
人
に
減
少
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
減
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。そ

れ
に
は
高
度
経
済
成
長
期
に
お
け

る
輸
入
材
の
利
用
が
背
景
に
あ
り
ま
し

た
。

●
木
材
価
格

林
業
の

仕
事

林
業
は
木
を
収
穫
し
て
売
る
産
業
だ
と

前
述
し
ま
し
た
。
農
業
と
同
じ
位
置
づ
け

で
は
あ
り
ま
す
が
、
大
き
く
異
な
る
の
は

そ
の
サ
イ
ク
ル
。
数
カ
月
～
数
年
で
完
結

す
る
農
業
と
は
異
な
り
、
苗
木
を
植
え
る

準
備
か
ら
は
じ
ま
り
、
木
の
種
類
や
用
途

に
も
よ
り
ま
す
が
、
通
常
40
～
60
年
程
度

の
年
月
を
要
し
ま
す
。

人
工
林
は
木
材
を
収
穫
す
る
ほ
か
に

も
、
森
林
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い

ま
す
。
森
林
の
持
つ
機
能
を
最
大
限
に
生

か
し
、
数
十
年
先
か
ら
１
０
０
年
先
ま
で

森
林
の
働
き
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に

は
、林
業
士
に
よ
る
手
入
れ
が
必
要
で
す
。

必
要
な
手
入
れ

人
工
林
で
は
限
ら
れ
た
面
積
か
ら
で
き

る
だ
け
多
く
の
木
を
早
く
育
て
、
用
途
に

合
っ
た
太
さ
や
大
き
さ
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
収
穫
（
伐
採
）
を
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
入
れ
を
必
要
と
し
ま

す
。

木
を
植
え
る
ま
で

「
地
ご
し
ら
え
」
と
い
う
植
栽
の
前
の

準
備
作
業
を
行
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

伐
採
作
業
を
終
え
た
場
所
に
残
さ
れ
て
い

る
幹
の
先
端
部
や
枝
な
ど
を
集
め
、
片
付

け
た
り
整
理
し
た
り
す
る
よ
う
な
行
為
で

す
。

木
を
植
え
て
育
て
る

目
的
や
土
地
に
あ
っ
た
木
を
植
え
る

「
植
栽
（
植
え
付
け
）」。
春
に
植
え
る
の

が
一
般
的
で
す
。
そ
の
苗
木
が
育
っ
て
く

る
と
植
栽
木
の
成
長
を
妨
げ
る
雑
草
や
雑

木
な
ど
を
刈
り
取
る
「
下し

た

刈が

り
」
と
い
う

作
業
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

苗
木
を
植
え
て
か
ら
10
年
ほ
ど
た
つ

と
、
自
然
と
周
り
に
生
え
て
き
た
樹
木
が

成
長
の
邪
魔
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
段
階
に
な
る
と
、
成
長
を
妨
げ
る
樹

木
や
、
植
栽
木
の
中
で
成
長
の
見
込
み
の

な
い
木
を
切
る
「
除じ

ょ

伐ば
つ

」
を
行
い
ま
す
。

間
引
き

植
え
て
10
年
を
越
え
た
あ
た
り
か
ら
、

「
間か

ん

伐ば
つ

」
と
い
う
重
要
な
作
業
が
発
生
し

ま
す
。
間
伐
と
は
、
成
長
に
伴
っ
て
混
み

す
ぎ
た
林
の
立
木
を
一
部
間
引
く
行
為
で

す
。
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
し
ま
う
と
幹
が

細
く
な
り
、
強
風
な
ど
に
よ
る
自
然
災
害

に
対
す
る
抵
抗
力
が
低
下
し
ま
す
。
間
伐

を
し
な
い
と
、
森
林
の
持
つ
役
割
が
果
た

せ
な
く
な
る
た
め
、
必
要
不
可
欠
な
作
業

の
1
つ
で
す
。

間
伐
を
行
う
こ
と
で
次
の
よ
う
な
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

・
残
る
木
の
成
長
を
促
進
で
き
る
。

・
森
林
の
中
に
光
が
差
し
込
み
、
草
や
低

木
な
ど
の
下
層
植
生
が
生
え
る
。

・
土
壌
が
保
全
さ
れ
る
。

・
主し

ゅ

伐ば
つ

ま
で
の
間
の
収
入
源
に
な
る
。

収
穫
作
業

木
材
と
し
て
の
利
用
を
目
的
に
木
を

収
穫
す
る
た
め
に
、
樹
木
の
地
上
部
を

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
な
ど
で
切
り
倒
す
こ
と
を

「
主
伐
」
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
切
り
倒
し
た
樹
木
の
枝
を
払

い
、
木
材
の
用
途
に
応
じ
た
長
さ
に
切
る

「
造
材
」、
伐
採
地
に
散
在
す
る
木
材
を
一

定
の
場
所
に
集
め
る
「
集
材
」、
ト
ラ
ッ
ク

な
ど
に
よ
り
市
場
な
ど
に
運
搬
す
る
「
運

材
」
と
い
っ
た
過
程
を
経
て
、
木
材
は
出

荷
さ
れ
ま
す
。
一
本
の
立
木
か
ら
品
質
の

異
な
る
原
木
丸
太
が
生
産
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
用
途
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
作
業
で
は
ハ
ー
ベ
ス

タ
や
プ
ロ
セ
ッ
サ
と
い
う
高
性
能
林
業
機

械
が
導
入
さ
れ
、
生
産
コ
ス
ト
の
削
減
、

重
労
働
か
ら
の
解
放
な
ど
、
昔
に
比
べ
て

生
産
性
は
向
上
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

機
械
の
導
入
が
進
ん
だ
こ
と
で
、
男
女
の

体
力
差
が
問
わ
れ
な
い
作
業
環
境
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。

和
歌
山
県
の

林
業
事
情

TOPIC

木材価格の推移一覧表（全国・1 ㎥当たり）
年 国産材

（スギ）
国産材

（ヒノキ）
輸入材

（ベイツガ）
昭和 40 年 1 万 4,300 円 1 万 8,000 円 1 万 2,900 円
昭和 55 年 3 万 9,600 円 7 万 6,400 円 3 万 5,100 円
平成 2 年 2 万 6,600 円 6 万 7,800 円 2 万 6,500 円

…

平成 30 年 1 万 3,600 円 1 万 8,400 円 2 万 6,800 円

国
産
材
の

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ

と
輸
入
材
の
ベ

イ
ツ
ガ
の
木
材

価
格
を
比
べ
る

と
、
昭
和
50
年

（
1
9
8
0
年
）

頃
に
国
産
材
の

値
段
は
高
騰
し

た
も
の
の
、
今

は
輸
入
材
の
方

が
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。
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