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北
海
道
は
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ウ

ダ
イ
カ
ン
バ
、
ヤ
チ
ダ
モ
、
セ

ン
ノ
キ
、
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
な
ど

の
広
葉
樹
資
源
が
豊
富
で
あ
り

「
広
葉
樹
の
産
地
」
と
し
て
知

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
旭

川
地
域
は
広
葉
樹
製
材
品
関
係

の
工
場
や
木
材
取
り
扱
い
業
者

が
多
く
、
北
海
道
は
も
と
よ
り

全
国
屈
指
の
広
葉
樹
の
集
散
地

と
し
て
名
を
成
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
北
海
道
産
広
葉
樹
の

優
良
材
は
、
古
く
か
ら
北
海
道

内
外
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い

ま
す
。

昭
和

30
年
代
か
ら

40
年
代

半
ば
に
か
け
て
、
国
有
林
の
広

葉
樹
の
伐
採
量
は
増
加
し
、
伐

採
量
全
体
の
約
半
分
を
占
め
る

ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
10
年

代
に
入
り
広
葉
樹
材
は
、
質
・

量
と
も
に
低
下
し
供
給
量
も
著

し
く
減
少
し
て
き
た
結
果
、
現

在
で
は
伐
採
量
全
体
の

15
％

程
度
の
水
準
に
ま
で
落
ち
込
ん

で
い
ま
す
。

現
在
の
広
葉
樹
の
供
給
は
、

人
工
林
資
源
の
成
熟
に
伴
い
、

針
葉
樹
人
工
林
の
中
に
点
在
す

る
広
葉
樹
が
主
体
と
な
っ
て
き

ま
し
た
。

広
葉
樹
製
材
の
分
野
で
は
、

建
築
内
装
材
、
家
具
、
フ
ロ
ー

リ
ン
グ
、
楽
器
な
ど
北
海
道
の

み
な
ら
ず
本
州
に
も
移
出
し
て

い
ま
し
た
。
家
具
用
材
に
つ
い

て
は
、
最
盛
期
の
昭
和
30
年
頃

に
は
約

13
万
㎥
が
輸
出
さ
れ

る
ほ
ど
で
し
た
。

特
に
、
旭
川
地
域
は
、
家
具

産
業
の
盛
ん
な
地
域
と
し
て
国

内
有
数
の
規
模
に
ま
で
発
展
し

ま
し
た
。
昭
和
30
年
代
か
ら
40

年
代
に
か
け
て
、
婚
礼
家
具
で

あ
る
タ
ン
ス
や
食
器
棚
な
ど
を

中
心
に
、
北
海
道
外
に
拡
大
し

て
い
き
ま
し
た
。
最
近
で
は
、

大
量
生
産
か
ら
多
品
種
少
量
生

産
、
受
注
生
産
へ
と
シ
フ
ト
し
、

時
代
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
き

て
い
ま
す
。

ま
た
、
木
工
技
術
を
継
承
す

る
た
め
の
人
材
育
成
に
対
し
て
、

地
域
や
行
政
の
体
制
が
整
っ
て

い
た
こ
と
も
産
業
と
し
て
定
着

し
て
き
た
一
因
と
言
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
、
「
北

海
道
産
銘
木
市
」（
旭
川
林
産
協

同
組
合
）
が
昭
和
40
年
代
か
ら

開
催
さ
れ
、
現
在
（
10
月
）
ま

で
４
０
９
回
を
数
え
て
お
り
、

全
国
各
地
の
木
材
業
界
の
方
々

が
北
海
道
産
の
優
良
な
広
葉
樹

を
求
め
て
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。 

国
有
林
も
開
催
当
初
か
ら
出

品
し
て
い
ま
す
が
、
広
葉
樹
天

然
林
の
伐
採
量
減
少
に
伴
い
、

出
品
量
は
減
少
し
、
特
に
大
径

の
良
質
材
は
少
な
い
状
況
と
な

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
貴
重
な
広
葉

樹
資
源
を
有
効
に
活
用
し
、
北

海
道
内
外
の
広
葉
樹
の
需
要
に

少
し
で
も
対
応
す
る
た
め
、
山

元
で
の
採
材
の
工
夫
な
ど
の
取

り
組
み
に
よ
り
、
最
近
で
は
、

三
千
㎥
程
度
を
供
給
し
て
き
て

い
ま
す
。

10
月

13
日
に
開
催
さ
れ
た

銘
木
市
で
は
、
道
産
広
葉
樹
を

主
に
約
６
２
０
㎥
が
集
荷
さ
れ
、

そ
の
う
ち
国
有
林
材
は
２
１
４

㎥
を
出
品
し
て
い
ま
す
。

広
葉
樹
の
伐
採
時
期
は
、
こ

れ
か
ら
冬
期
間
に
か
け
て
ピ
ー

ク
と
な
り
ま
す
。
昨
年
１
月
の

出
品
量
は
民
有
林
材
も
含
め
全

体
で
約
３
，
０
０
０
㎥
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
、
冬
季
に
向
け

て
国
有
林
材
、
民
有
林
材
共
に

広
葉
樹
の
出
材
は
増
え
て
く
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

人工林の中に点在する広葉樹 
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ま
た
、
今
回
銘
木
市
で
は
、

１０
月
の
木
づ
か
い
推
進
月
間

の
取
組
の
一
つ
と
し
て
、
石
原

森
林
整
備
部
長
が
国
有
林
材
の

Ｐ
Ｒ
と
広
葉
樹
材
利
用
拡
大
、

木
材
利
用
の
推
進
な
ど
に
つ
い

て
参
加
者
に
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
た
。

北
海
道
森
林
管
理
局
で
は
、

貴
重
な
広
葉
樹
資
源
を
有
効
に

活
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
こ

れ
か
ら
も
銘
木
市
へ
積
極
的
な

出
品
を
行
い
、
さ
ら
に
、
銘
木

以
外
の
広
葉
樹
一
般
材
に
関
し

て
も
、
よ
り
効
果
的
な
利
用
が

さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
く

考
え
で
す
。

北
海
道
産
広
葉
樹
に
つ
い
て

は
、
ウ
ダ
イ
カ
ン
バ
、
ミ
ズ
ナ

ラ
、
セ
ン
、
ヤ
チ
ダ
モ
等
の
優

良
材
が
、
突
き
板
（
※
１
）

や
高

級
家
具
材
、
ウ
ィ
ス
キ
ー
等
の

樽
材
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
今
ま
で
製
材
と

し
て
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ

た
、
シ
ラ
カ
バ
や
ハ
ン
ノ
キ
等

の
中
小
径
木
も
有
効
に
利
用
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
都
道
府
県
別
の
広
葉

樹
資
源
量
（
左
下
グ
ラ
フ
）
に

お
い
て
も
、
北
海
道
は
群
を
抜

い
て
多
く
、
全
国
の
広
葉
樹
産

業
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

北
海
道
の
林
業
・
木
材
産
業

の
成
長
産
業
化
を
目
指
す
た
め

に
は
、
ト
ド
マ
ツ
、
エ
ゾ
マ
ツ
、

カ
ラ
マ
ツ
等
の
成
熟
し
た
人
工

林
資
源
を
活
か
し
た
Ｃ
Ｌ
Ｔ
（
※

２
）

等
の
新
た
な
需
要
開
発
・
拡

大
と
併
せ
て
、
古
く
か
ら
北
海

道
に
定
着
し
、
北
海
道
の
木
材

産
業
を
支
え
て
き
た
広
葉
樹
産

業
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
も

不
可
欠
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
北
海
道
森
林
管

理
局
で
は
、
間
伐
を
行
う
人
工

林
内
に
点
在
す
る
広
葉
樹
の
更

な
る
有
効
利
用
や
未
利
用
樹
種

の
利
用
の
可
能
性
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
貴
重
な
広
葉

樹
資
源
の
有
効
利
用
と
広
葉
樹

の
安
定
的
な
供
給
に
向
け
た
取

り
組
み
を
更
に
推
進
し
て
い
く

考
え
で
す
。

●
用
語
解
説
●

（
※
１
）
突
き
板
：
木
材
を
厚
さ

１
mm
ほ
ど
に
薄
く
そ
い
だ
板
。

通
常
、
見
栄
え
の
よ
い
上
質
な
木

材
で
作
り
、
合
板
な
ど
の
化
粧
張

り
に
用
い
る

（
※
２
）
Ｃ
Ｌ
Ｔ
：(C

ro
s
s
 

L
a
m

in
a
te

d
 
T

im
b

e
r

：
直
交

集
成
板)

ひ
き
板
を
繊
維
方
向

が
直
交
す
る
よ
う
に
積
層
接
着

し
た
重
厚
な
パ
ネ
ル

石原森林整備部長(中央)による国産材の PR 

旭川銘木市に出品された広葉樹の小中径木 旭川銘木市に出品されたウダイカンバの優良材 

北海道の代表的な樹種の特性と用途 
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留
萌
北
部
森
林
管
理
署
で
は
、
管

内
の
民
有
林
の
多
く
が
、
造
林
・
保

育
に
よ
る
資
源
の
造
成
期
か
ら
本

格
的
な
資
源
の
利
用
期
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
る
な
か
、
地
域
林
業
の

活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う

な
取
組
を
行
え
ば
良
い
か
、
地
域
の

林
業
関
係
者
の
皆
さ
ん
と
意
見
交

換
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

こ
の
な
か
で
、
地
域
の
林
業
関
係

者
か
ら｢

民
有
林
で
は
、
こ
こ
十
数

年
、
林
業
活
動
の
主
体
が
育
林
作
業

で
あ
り
、
高
性
能
林
業
機
械
の
導
入

も
進
ん
で
お
ら
ず
、
発
注
者
・
事
業

者
と
も
に
木
材
の
生
産
・
販
売
事
業

に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
少

な
い
。
こ
の
た
め
、
今
後
、
ど
の
よ

う
に
事
業
の
発
注
・
管
理
及
び
木
材

販
売
を
し
て
い
け
ば
良
い
か
情
報

提
供
を
お
願
い
し
た
い
。｣

と
の
要

望
が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
、
当
署
で
は
、
留
萌
振
興

局
森
林
室
天
塩
事
務
所
と
連
携
し

な
が
ら
、
国
有
林
の
事
例
を
通
し
て

事
業
発
注
や
木
材
の
生
産
・
販
売
に

係
る
工
程
等
を
紹
介
し
、
民
有
林
関

係
者
の
生
産
・
販
売
に
関
す
る
ノ
ウ

ハ
ウ
の
習
得
に
協
力
し
て
い
く
こ

と
と
し
ま
し
た
。 

当
地
域
の
民
有
林
に
お
け
る
間

伐
事
業
で
は
、
そ
の
多
く
が
ヘ
ク
タ

ー
ル
あ
た
り
間
伐
補
助
金
単
価
に

面
積
を
か
け
て
事
業
費
を
算
出
し

発
注
を
行
っ
て
お
り
、
す
で
に
利
用

期
に
入
っ
て
い
る
森
林
で
あ
っ
て

も
、
木
材
販
売
収
入
を
見
込
ん
で
い

な
い
と
い
っ
た
状
況
が
見
受
け
ら

れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
関
係
者
と
協
力
し
て
地

域
の
林
業
事
業
体
が
、
十
分
に
低
い

コ
ス
ト
で
木
材
生
産
を
行
う
能
力

が
あ
る
か
ど
う
か
を
把
握
す
る
た

め
、
現
在
実
施
し
て
い
る
作
業
シ
ス

テ
ム
、
間
伐
の
生
産
性
な
ど
を
調
査

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。 

そ
の
結
果
、
収
益
性
を
求
め
る
に

は
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
今
後
、
地

域
の
林
業
事
業
体
の
能
力
を
踏
ま

え
た
事
業
方
法
、
事
業
箇
所
の
選
定

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
当
署

で
は
国
有
林
で
採
用
し
て
い
る
作

業
シ
ス
テ
ム
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
民
有
林
で
実
際
に
間
伐
を
実
施

し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
高
性
能
林
業

機
械
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生

産
性
が
ど
の
程
度
向
上
す
る
か
作

業
シ
ス
テ
ム
ご
と
に
提
示
し
、
今
後

の
事
業
発
注
等
に
あ
た
っ
て
の
検

討
資
料
を
提
供
し
た
と
こ
ろ
で
す
。 

 

今
後
、
間
伐
材
の
販
売
に
関
し
て

も
、
国
有
林
の
状
況
等
に
つ
い
て
情

報
提
供
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。 

ま
た
、
個
々
の
林
業
事
業
体
に
対

し
て
、
現
在
普
及
を
進
め
て
い
る

「
工
程
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を
使
っ
て
、

間
伐
を
実
施
し
た
箇
所
に
お
け
る

生
産
性
の
実
績
数
値
を
示
し
、
具
体

的
な
作
業
シ
ス
テ
ム
の
改
善
方
策

の
検
討
材
料
と
し
て
提
供
し
ま
し

た
。 現

状
で
、
当
地
域
の
林
業
事
業
体

の
規
模
、
体
力
を
考
え
る
と
国
有
林

で
導
入
し
て
い
る
作
業
シ
ス
テ
ム

を
そ
の
ま
ま
事
業
に
持
ち
込
む
こ

と
は
難
し
い
状
況
で
あ
り
ま
す
が
、

地
域
の
林
業
関
係
者
の
間
で
は
、
高

性
能
林
業
機
械
を
用
い
た
作
業
シ

ス
テ
ム
を
導
入
す
る
必
要
性
は
認

識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。 当

署
に
お
い
て
は
、
今
後
と
も
地

域
林
業
の
発
展
の
た
め
、
地
域
の
林

業
関
係
者
と
定
期
的
な
意
見
交
換

を
行
い
つ
つ
、
国
有
林
の
持
つ
様
々

な
事
業
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
す
る
な

ど
し
な
が
ら
、
地
域
林
業
の
課
題
の

解
決
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

民有林関係者との意見交換会 
（署会議室）

地域課題の解決に向けた取組 

～留萌北部地域における 

伐採系森林整備の促進に向けた取組～ 

署職員による工程管理システム講習会  

留萌北部森林管理署 

民有林での施業技術検討会 

（天塩町町有林）
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○
森
林
事
務
所
の
所
在
地

幾
寅
森
林
事
務
所
は
上
川
総

合
振
興
局
管
内
の
南
部
に
位
置

す
る
南
富
良
野
町
に
所
在
し
、

落
合
森
林
事
務
所
、
金
山
森
林

事
務
所
と
の
合
同
森
林
事
務
所

に
な
っ
て
い
ま
す
。

担
当
す
る
国
有
林
は
、
南
富

良
野
町
の
幾
寅
担
当
区
（
約
７

千
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
と
占
冠
村
の

ト
マ
ム
担
当
区
（
約
１
万
３
千

ヘ
ク
タ
ー
ル
）
で
、
南
富
良
野

町
と
占
冠
村
の
２
つ
の
自
治
体

と
関
わ
る
森
林
事
務
所
で
す
。

こ
の
地
域
は
、
四
方
を
大
雪

山
系
や
日
高
山
脈
な
ど
の
山
々

に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。

占
冠
村
に
は
レ
ク
リ
ェ
ー
シ

ョ
ン
の
森
と
し
て
選
定
さ
れ
て

い
る
「
石
勝
高
原
ト
マ
ム
山
ス

キ
ー
場
」
野
外
ス
ポ
ー
ツ
地
域

が
あ
り
、
雄
大
な
自
然
と
新
鮮

な
空
気
に
浸
り
、
ス
キ
ー
・
ス

ノ
ー
ボ
ー
ド
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ

の
ほ
か
、
山
頂
か
ら
の
山
岳
景

観
や
雲
海
等
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
、
全
国
的
に
名
の
知
ら
れ

た
観
光
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
南
富
良
野
町
・
占
冠
村

と
も
に
空
知
川
や
鵡
川
と
い
っ

た
河
川
の
最
上
流
部
に
位
置
し

て
い
る
た
め
、
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ

な
ど
の
四
季
を
感
じ
ら
れ
る
自

然
体
験
型
観
光
で
も
注
目
さ
れ

て
い
る
地
域
で
す
。

○
管
轄
区
域
の
概
要

当
管
内
に
お
い
て
も
主
伐
期

を
迎
え
た
人
工
林
が
増
加
傾
向

に
あ
り
、
将
来
の
複
層
林
化
を

目
指
し
た
施
業
が
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
造
林
事
業
の

低
コ
ス
ト
化
を
目
的
と
し
た
コ

ン
テ
ナ
苗
の
低
密
度
植
栽
や
ク

ラ
ッ
シ
ャ
地
拵
な
ど
の
試
験
的

な
施
業
も
実
施
し
、
現
地
検
討

会
等
を
通
じ
て
、
地
域
林
業
関

係
者
等
へ
の
情
報
提
供
に
努
め

て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
ト
マ
ム
の
国
有

林
は
太
平
洋
に
流
れ
込
む
鵡
川

の
源
流
部
で
あ
る
た
め
、「
お
魚

を
殖
や
す
森
づ
く
り
」
と
称
し

た
植
樹
祭
が
毎
年
開
催
（
昨
年

は
台
風
被
害
の
た
め
中
止
）
さ

れ
て
お
り
、
山
の
中
で
遠
い
海

と
の
関
係
性
を
感
じ
る
イ
ベ
ン

ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
台
風
被
害
の
復
旧

南
富
良
野
町
で
は
平
成
２８
年

８
月
の
台
風
に
よ
り
空
知
川
が

氾
濫
し
、
大
き
な
被
害
を
受
け

ま
し
た
。
特
に
町
内
に
あ
る
金

山
ダ
ム
よ
り
上
流
の
地
域
で
は
、

約
１
年
２
ヶ
月
が
経
過
し
た
現

在
で
も
多
く
の
場
所
で
被
災
し

た
痕
跡
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

国
有
林
内
で
も
山
の
斜
面
が

崩
れ
た
り
、
林
道
に
か
か
る
橋

が
流
さ
れ
る
な
ど
の
多
大
な
被

害
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
た
め

山
腹
崩
壊
を
防
い
だ
り
、
渓
流

の
浸
食
を
防
止
す
る
大
規
模
な

治
山
工
事
を
行
う
と
と
も
に
、

決
壊
し
た
林
道
や
流
失
し
た
橋

の
工
事
を
実
施
し
て
お
り
、
着

実
に
復
旧
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
国
有
林
を
管
理

す
る
中
で
、
森
林
の
公
益
的
機

能
を
最
大
限
に
発
揮
し
、
地
元

の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
よ
う

地
域
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
で

す
。

十勝との境目 狩勝峠 
（南富良野町側から十勝平野） 

上川南部森林管理署 

幾寅森林事務所 

（幾寅・トマム担当区） 

首席森林官 

奥川 勘介 

石勝高原トマム山スキー場 
（占冠村） 

お魚を殖やす森づくり 
（占冠村） 

クラッシャ地拵現地検討会
（占冠村） 

コンテナ苗低密度植栽
（南富良野町）
※現在まで無下刈
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今
回
は
、
当
セ
ン
タ
ー
が
野
幌

国
有
林
に
お
い
て
、
台
風
被
害

箇
所
を
自
然
林
へ
移
行
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
「
野
幌
森

林
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
一

環
と
し
て
実
施
し
て
い
る
「
野

幌
森
林
づ
く
り
塾
」
に
つ
い
て

紹
介
い
た
し
ま
す
。

こ
の
塾
は
、
一
般
市
民
を
対

象
に
、
森
林
づ
く
り
の
基
礎
を

学
び
、
実
際
に
作
業
を
体
験
し

な
が
ら
、
森
林
と
人
と
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
く
た
め
、
平
成
17
年
か

ら
実
施
し
、
今
年
で
13
年
目
を

迎
え
て
い
ま
す
。

塾
に
お
い
て
は
、
森
林
づ
く

り
に
必
要
な
保
育
作
業
、
木
材

生
産
等
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識

を
学
ぶ
と
と
も
に
、
実
際
に
苗

木
の
育
成
、
樹
木
の
種
子
の
採

取
、
植
栽
、
下
草
刈
り
、
除
伐

の
作
業
を
体
験
し
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
個
々
の

樹
木
調
査(

直
径
・
樹
高
の
測
定

等)

の
ほ
か
、
作
業
区
域
の
周
囲

測
量
や
林
内
照
度
調
査
な
ど
の

森
林
調
査
の
基
礎
技
術
も
習
得

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
森
林
を
幅
広
い
目

で
見
て
い
た
だ
く
た
め
、
森
の

分
解
者
で
あ
る
菌
類
の
ほ
か
、

昆
虫
、
野
鳥
、
森
林
土
壌
、
外

来
種
問
題
等
森
林
に
関
連
す
る

多
様
な
テ
ー
マ
を
用
意
し
、
森

林
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
見

て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
お
り

ま
す
。
学
識
者
に
講
義
を
依
頼

す
る
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専

門
的
知
識
だ
け
で
な
く
、
森
林

内
で
の
作
業
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
も
必
ず
触
れ
て
い
た
だ
く

よ
う
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

塾
生
は
、
毎
年
定
員
20
名
の

募
集
で
、
開
講
当
初
は
十
数
名

程
度
の
応
募
し
か
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
現
在
で
は
40
名
を

超
え
る
応
募
が
あ
り
、
一
般
市

民
の
森
林
内
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
及
び
森
林
環
境
に
対
す

る
関
心
の
高
さ
を
実
感
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
最
近

で
は
20
か
ら
30
歳
台
の
若
手

層
の
参
加
も
見
ら
れ
、
リ
ピ
ー

タ
ー
も
常
に
半
数
程
度
い
る
の

も
こ
の
塾
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

毎
年
、
講
義
内
容
の
一
層
の

充
実
を
図
る
た
め
、
塾
生
に
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
次

年
度
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
の

要
望
を
把
握
し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
の
実
施
内
容
の
濃
さ

等
に
大
変
満
足
し
て
い
る
旨
の

回
答
も
多
く
、
主
催
者
と
し
て

も
一
定
の
成
果
が
あ
っ
た
と
感

じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
に
毎
年
の
取
り
組

み
を
積
み
重
ね
た
結
果
、
塾
生

の
み
な
さ
ま
は
、
野
幌
国
有
林

に
お
け
る
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
等

に
積
極
的
に
参
加
す
る
だ
け
で

な
く
、
野
幌
森
林
再
生
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
一
員
と
し
て
、
実
際

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
加
わ

り
、
森
林
内
で
の
作
業
や
調
査

を
行
い
、
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。 

今
後
に
お
い
て
も
、
一
般
市

民
の
み
な
さ
ま
が
、
森
林
に
つ

い
て
何
を
思
い
、
何
を
求
め
て

い
る
の
か
を
常
に
意
識
し
、
有

意
義
な
講
義
内
容
に
な
る
よ
う

継
続
実
施
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

※
「
駐
蹕
の
碑
」（
ち
ゅ
う
ひ
つ
の
ひ
）

昭
和
11
年
10
月
に
昭
和
天
皇
が
行

幸
の
途
中
で
昼
食
を
と
る
た
め
に

お
休
み
に
な
ら
れ
た
こ
と
を
記
念

し
て
、
こ
の
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。 

も

り

森林の手入れを学ぶ 

石狩地域森林ふれあい推進センター 

菌類を学ぶ 

歴史を学ぶ 
(昭和天皇「駐蹕の碑」※の前で) 
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【北海道森林管理局】 

平成 29 年 10 月 15 日、当別町道民の森神居尻地区において北海道、北海道森林管理局、北

海道森と緑の会、当別町の共催による「北海道・木育（もくいく）フェスタ 2017 植樹祭・育

樹祭」を開催しました。 

今年の植樹祭・育樹祭は、催事会場として、9 月 23 日にオープンした当別町の道の駅を使用

し、地元の当別町や札幌市などから約 900 名が来場しました。 

式典では、山谷北海道副知事よる主催者挨拶や宮司当別町長による地元歓迎挨拶、渕上北海道

森林管理局長による森林の役割や植樹・育樹の大切さについて話がありました。 

この後、現地の環境を考慮して選ばれたアカエゾマツなどの苗木を 1000 本植樹し、育樹活

動では平成 9 年の植樹祭で植えたアカエゾマツの枝打ち作業を行いました。 

【根釧西部森林管理署】 

弟子屈町では毎年、木育の取組みの一環とし

て「木育週間」が設けられています。この取組

みの１つとして 10月 7日、弟子屈町主催によ

る「木に学ぼう！木で遊ぼう！こども木育デー」

と題して、町内の小学生を対象に森林体験教室

が開催されました。 

午前中は国有林内で森の探検活動を実施しま

した。実際に森林官が行う業務を体験したり、

林内でゲームをしたりして森林に触れてもらい

ました。 

午後からは町の林業多目的センターにて木育

体験屋台と称して、ブース形式で木工やたき火

を楽しんでもらいました。 

森林への理解とともに木材への理解も深めら

れた１日となりました。 

弟子屈町秋の 

名木ツアー2016

【上川北部森林管理署】 

 名寄市立名寄南小学校と当署は「遊々の森」

協定を締結しており、毎年 3年生を対象とした

森林教室を開催しています。 

 今回は、昨年当署で作成した森林教室のメニ

ュー等を紹介した「森林環境教育プログラム」

という教職員及び当署職員向けのマニュアルと

児童に森林への興味を持ってもらうための「も

りもり大作戦」という児童向けの冊子を活用し

て 2回にわたり森林教室を開催しました。 

 第 1回目（10月 4日）は「カミネッコンを

利用した植樹体験」を行い、オリジナルのポッ

ト苗を作成しました。

第 2回目（10月 19日）は「空飛ぶ種につ

いて」と「森林の働きについて」を取り上げ、

樹木や森林について知ってもらいました。 

「各地からの便り」の詳細は 
 
検索 森もりスクエア 

2017 弟子屈町 

木育週間 

「森林体験教室」 

名寄南小学校で 

森林教室を開催 

北海道・木育（もくいく）

フェスタ 2017

植樹祭・育樹祭

7



広報 「北の森林 国有林」１１月号

発行 北海道森林管理局

編集 総務企画部 企画課

〒064-8537 札幌市中央区宮の森

3条７丁目７０

ＩＰ電話 050-3160-6300

電 話 011-622-5213

F A X 011-622-5194

http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/

宗谷森林管理署 新庁舎の完成間近

宗谷森林管理署の現庁舎は、昭和35年に現在の場所

（稚内市中央１丁目）に建設され築後50年以上経過してお

り、老朽化が著しいことから、本年の12月末の完成に向け

て、稚内市港4丁目で庁舎の新築工事を行っています。

10月上旬には土台、柱、梁等が施工され、道産のトドマ

ツ無垢材や集成材を使用した木造の庁舎であることが一

目で分かります。

JAS法に基づき樹種名
等を明示した集成材

完成が待ち遠しいなぁ

大型の集成材の梁が16本使われ、
積雪加重に耐える構造となっています

JAS（日本農林規格）
この認定がされている木材は

乾燥や保存処理といった品質管理が
適正に行われていることを示しています

安心して使える木材ですね

庁舎の屋根を支える集成材の梁

道産のトドマツをふんだんに
使用した木造軸組工法１）の庁舎
（撮影：平成29年10月17日）

１）木造軸組工法：我が国の代表的な木造建築工法で、
木材の土台、柱、梁等で構成される軸組で荷重を支える
建築工法

も り

北海道森林管理局では平成30年2月6～7日の2日

間、北海道大学「学術交流会館」において、「平成29

年度北の国・森林づくり技術交流発表会」を開催し

ます。そこで、森林づくり、森林環境教育含め、

森林・林業に関する取組活動についての

発表を募集します。

※詳しくは北海道森林管理局HPをご覧下さい
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