
国有林野事業の取組

四国森林管理局

魚梁瀬千本山と
懐かしい林鉄

る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
桃

色
が
か
っ
た
材
質
に
魅
力
が
あ
り
、
そ
の
優

位
性
が
高
く
評
価
さ
れ
、
天
井
板
な
ど
と
し

て
日
本
建
築
に
主
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
奈
半
利
川
の
最
上
流
部
に
あ
る
千せ

ん
ぼ
ん
や
ま

本
山
の

国
有
林
に
は
、
ヤ
ナ
セ
ス
ギ
が
ま
と
ま
っ
て

分
布
し
て
お
り
、
四
国
森
林
管
理
局
で
は
、

ヤ
ナ
セ
ス
ギ
を
持
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
と

　
高
知
県
東
部
を
流
れ
る
奈な

は
り
が
わ

半
利
川
の
上

流
部
に
あ
る
魚や

な

せ
梁
瀬
地
区
は
、
ヤ
ナ
セ
ス

ギ
の
産
地
と
し
て
林
業
・
木
材
産
業
が
発

展
し
て
き
た
地
域
で
あ
り
、
か
つ
て
は
、

そ
の
森
林
資
源
を
搬
出
す
る
た
め
、
森
林

鉄
道︵
林り

ん
て
つ鉄

︶が
活
躍
し
て
い
ま
し
た︵
写
真

１
︶。

　
四
国
森
林
管
理
局
で
は
、
ヤ
ナ
セ
ス
ギ

資
源
の
持
続
的
な
利
用
と
合
わ
せ
て
、
大

正
期
か
ら
一
部
を
保
護
林
に
設
定
し
、
保

全
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
こ

う
し
た
ヤ
ナ
セ
ス
ギ
や
林
鉄
遺
構
と
い
っ

た
資
源
を
活
用
し
、
地
元
と
連
携
し
て

行
っ
て
い
る
地
域
活
性
化
の
取
組
に
つ
い

て
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

写真２

合
わ
せ
て
、
貴
重
な
ヤ
ナ
セ
ス
ギ
を
後
世
に

残
し
て
い
く
た
め
、
そ
の
一
部
を
大
正
7
年

か
ら「
保
護
林
」と
し
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
昭
和
2
年
に
周
辺
の
森
林
も
保

護
林
に
加
え
、
更
に
平
成
2
年
に
、
名
称
を

「
林
木
遺
伝
資
源
保
存
林
」に
変
更
し
、
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。

写真１

ヤ
ナ
セ
ス
ギ
と
そ
の
保
護
林

　
ヤ
ナ
セ
ス
ギ
は
、
高
知
県
東
部
の
奈
半
利

川
流
域
な
ど
に
分
布
し
て
い
る
天
然
生
の
ス

ギ
で
、
大
き
な
も
の
で
は
、
樹
齢
は
2
0
0

〜
3
0
0
年
、
樹
高
50
ｍ
、
直
径
2
0
0
㎝

に
も
な
る
銘
木
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
高
知
県
の
樹
」と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
お

り
、
中
に
は
、
鉢
巻
き
落
と
し
の
杉
、
親
子

杉
、
真ま

ゆ
み
す
ぎ

優
美
杉
等
の
名
前
の
つ
い
た
ス
ギ
も

あ
り
ま
す︵
図
１
︶︵
写
真
２
︶。

　
ヤ
ナ
セ
ス
ギ
の
特
徴
に
は
、
枝
が
小
さ
く

て
少
な
く
、
通
直
な
幹
を
持
っ
て
い
る
こ
と

や
、
樹
齢
を
重
ね
て
も
成
長
の
衰
え
が
少
な

く
2
0
0
年
を
越
え
て
も
な
お
成
長
を
続
け

千本山のヤナセスギ

位置図図１

森林鉄道

16



写真３

写真４
林鉄ツアーの様子

当時の馬路製材所付近

写真５
林鉄写真展の様子

今
後
の
取
組

　
四
国
森
林
管
理
局
で
は
、
今
後
も
地
域
に

根
ざ
し
た
行
政
機
関
し
て
、
地
域
の
方
々
と
連

携
し
た
林
鉄
遺
構
ツ
ア
ー
の
開
催
や
国
有
林

内
の
林
鉄
遺
構
の
調
査
へ
の
協
力
、
林
鉄
写
真

等
の
提
供
な
ど
を
通
じ
て
、
地
域
の
活
性
化
に

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

林
鉄
写
真
展
の
開
催

　
平
成
24
年
末
に
、
当
時
の
新
木
雅
之
局
長

が
、
局
長
室
に
保
管
さ
れ
て
い
た
大
正
10
年

〜
昭
和
10
年
頃
の
林
鉄
等
の
写
真
を
見
つ
け

ま
し
た
。
白
黒
写
真
な
が
ら
、
当
時
の
様
子

が
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
る
大
変
貴
重
な
写

真
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
ま
ま
の
ア
ル
バ
ム

に
よ
る
保
存
で
は
劣
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
電
子
デ
ー
タ
と
し
て
今
後
に
残
し

て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
電
子
化
さ
れ
た
写
真
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載（
※
）し
、
さ
ら
に
、
一
般
の
方
に
も

広
く
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
、
平
成
25
年
11
月

11
日
か
ら
26
年
1
月
31
日
ま
で
四
国
森
林
管

理
局
一
階
に
あ
る
森
林
ふ
れ
あ
い
館
で
、
写

真
展
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
写
真
展
は
多

く
の
マ
ス
コ
ミ
に
も
紹
介
さ
れ
、
2
8
6
名

の
来
場
者
が
あ
り
大
変
な
反
響
を
呼
び
ま
し

た︵
写
真
５
︶。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
写
真
は
、
当
時
の
四
国

に
お
け
る
林
業
の
状
況
を
示
す
ま
と
ま
っ
た

貴
重
な
資
料
と
し
て
、
平
成
26
年
3
月
に
日

本
森
林
学
会
が
選
定
す
る
林
業
遺
産
に
登
録

さ
れ
ま
し
た
。

※　

http://w
w
w
.rinya.m

aff.go.jp/

　
　

shikoku/koho/shinnrinntetudou.htm
l

千
本
山
と
林
鉄
ツ
ア
ー
の
開
催

　

四
国
森
林
管
理
局
で
は
、
平
成
23
年
か

ら
、
こ
う
し
た
林
鉄
遺
構
や
林
鉄
で
運
ば
れ

た
木
材
の
大
き
さ
を
伝
え
る
千
本
山
の
保
護

林
と
い
っ
た
地
域
の
資
源
を
活
用
し
、
地
域

の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
た
め
、「
中
芸
地
区

森
林
鉄
道
遺
産
を
保
存
・
活
用
す
る
会
」及

び
馬
路
村
公
認「
む
ら
の
案
内
人
ク
ラ
ブ
／

魚
梁
瀬
山
の
案
内
人
ク
ラ
ブ
」と
い
っ
た
地

元
の
方
々
と
連
携
し
て
、
千
本
山
と
林
鉄
を

巡
る
ツ
ア
ー
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
初
回
の

平
成
23
年
に
は
、
募
集
人
員
20
名
の
と
こ
ろ

倍
以
上
の
応
募
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

後
、
毎
年
開
催
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
3
回

実
施
し
、
参
加
者
は
延
べ
90
名
と
な
っ
て
い

ま
す︵
写
真
４
︶。

　
イ
ベ
ン
ト
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①　
現
地
へ
向
か
う
バ
ス
の
中
で
森
林
鉄
道

の
歴
史
を
知
る
た
め「
中
芸
地
区
森
林
鉄

道
遺
産
を
保
存
・
活
用
す
る
会
」が
作
成

し
た
ビ
デ
オ
を
視
聴
。

②　
林
鉄
遺
構
の
現
地
見
学
で
は
、
安
田
川

沿
い
に
残
る
明み

ょ
う
じ
ん
ぐ
ち
ば
し

神
口
橋
と
オ
オ
ム
カ
エ

隧ず
い
ど
う道
及
び
馬
路
村
入
り
口
に
あ
っ
て
レ
ー

ル
の
残
る
五ご

み
ず
い
ど
う

味
隧
道
等
に
つ
い
て
、「
む

ら
の
案
内
人
ク
ラ
ブ
」の
説
明
を
聞
き
な

が
ら
、
先
達
の
施
工
技
術
を
見
学
。

③　
実
際
に
使
用
し
て
い
た
汽
車
が
復
元
さ

れ
た
丸
山
公
園
の
魚
梁
瀬
森
林
鉄
道
に
乗

車
。
子
供
達
に
は
大
変
好
評
で
す
。

④　

魚
梁
瀬
の
シ
ン
ボ
ル
千
本
山
を
訪
れ
、

「
魚
梁
瀬
山
の
案
内
人
ク
ラ
ブ
」の
説
明
を

聞
き
な
が
ら
美
林
の
広
が
る
展
望
台
ま
で

散
策
。

　
参
加
者
か
ら
は「
歴
史
を
大
切
に
保
存
し
、

伝
え
て
い
く
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と

思
っ
た
。」「
ヤ
ナ
セ
ス
ギ
が
大
切
に
守
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
知
り
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
癒

さ
れ
ま
し
た
。」等
の
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

魚
梁
瀬
森
林
鉄
道

　
魚
梁
瀬
森
林
鉄
道
は
、
千
本
山
を
は
じ
め

と
す
る
森
林
資
源
を
搬
出
す
る
た
め
、
明
治
末

期
か
ら
軌
道
の
敷
設
が
始
ま
り
、
最
盛
期
に

は
、
現
在
の
高
知
県
安や

す
だ
ち
ょ
う

田
町
や
馬う

ま
じ
む
ら

路
村
な
ど
３

町
２
村
を
結
ん
で
運
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
林
鉄
は
、
木
材
の
搬
出
だ
け
で
な
く
、
地

域
を
結
ぶ
唯
一
の
交
通
機
関
と
し
て
、
住
民

や
生
活
物
資
の
輸
送
に
も
活
躍
し
て
い
ま
し

た
が
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
が
台
頭
し
て
き
た
こ

と
な
ど
か
ら
昭
和
38
年
に
廃
線
と
な
り
ま
し

た︵
写
真
３
︶。

　
現
在
も
当
時
の
面
影
を
残
す
遺
構
が
、
国

有
林
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
地
域
に
残
さ

れ
て
お
り
、
地
元
の「
中

ち
ゅ
う
げ
い芸
地
区
森
林
鉄
道

遺
産
を
保
存
・
活
用
す
る
会
」な
ど
が
保
存

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
21
年

に
は
、
林
業
技
術
史
上
の
貴
重
な
遺
構
が
ま

と
ま
っ
て
良
好
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
国
の
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け

ま
し
た
。
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