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■特集
「松くい虫・ナラ枯れ防除対策の取組」

森林整備課

■美しい森
も

林
り

づくり
「「また、やってみたい」

中学生が森林づくりを体験」
三陸中部森林管理署

■我が署の隠れた名所
由利森林管理署 「桑の木台湿原」

局に隣接している中通小学校４年生児童と、スギ間伐材で作ったプランターに花の苗を植え通学路に設置しました。



い
虫
被
害
木
が
新
た
に
確
認
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
、
秋
田
・
青
森
両
県
と
連

携
・
協
力
し
て
、
県
境
付
近
の
青
森
県

側
に
防
除
帯
を
設
置
。
空
と
地
上
か
ら

の
監
視
の
強
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、

毎
年
五
月
に
は
、
地
元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
さ
ん
と
連
携
し
て
、
ブ
ナ
や
山
桜

な
ど
の
植
樹
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ナ
ラ
枯
れ
被
害
防
除
に
つ
い
て
は
、

被
害
木
の
幹
に
ド
リ
ル
で
穴
を
あ
け
、

薬
剤
を
注
入
す
る
方
法
で
駆
除
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
全
て
の

被
害
木
を
処
理
す
る
こ

と
は
極
め
て
難
し
い
現

状
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
山
形
・
秋
田
両

県
、
地
元
自
治
体
等
と

連
携
し
、
被
害
先
端
地

域
で
の
薬
剤
駆
除
を
行

う
と
と
も
に
、
山
形
県

と
協
同
で
面
的
な
防
除

対
策
を
早
期
に
実
用
化
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【
被
害
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
】

松
く
い
被
害
の
直
接
の
原
因
は
、
マ

ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
と
い
う
線
虫

（
体
長
一
㎜
程
度
）
で
す
が
、
自
力
で

は
他
の
マ
ツ
に
移
動
す
る
こ
と
は
出
来

ず
、
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
と
、
運

び
屋
と
呼
ば
れ
る
マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ

キ
リ
と
の
共
生
関
係
が
松
く
い
虫
被
害

の
拡
大
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
ナ
ラ
枯
れ
被
害
は
、
カ
シ
ノ

ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
（
体
長
四?

五
㎜
程
度
）
が
、
健
全
な
ナ
ラ
類
の
幹

に
穿
孔
す
る
際
に
ナ
ラ
枯
れ
の
病
原
菌

で
あ
る
ナ
ラ
菌
を
木
の
中
に
持
ち
込

み
、
そ
の
ナ
ラ
菌
が
増
殖
し
水
を
吸
い

上
げ
る
管
を
詰
ま
ら
せ
る
こ
と
が
原
因

と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
防
除
の
取
組
】

当
局
で
は
、
松
く
い
虫
被
害
防
除
の

た
め
、
主
に
三
つ
の
方
法
を
実
施
し
て

い
ま
す
（
表
）。
ま
た
、
平
成
十
八
年

に
、
秋
田
県
の
青
森
県
境
付
近
で
松
く

【
被
害
の
現
状
】

当
局
管
内
の
松
く
い
虫
被
害
は
、
青

森
県
を
除
く
四
県
で
発
生
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
被
害
は
、
平
成
十
三
年
度
の

約
三
万
立
方

を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向

に
あ
り
、
昨
年
は
ピ
ー
ク
時
の
約
五
分

の
一
に
な
っ
て
い
ま
す
（
図
１
）。

一
方
、
ナ
ラ
枯
れ
被
害
は
、
平
成
十

五
年
に
山
形
県
で
発
生
し
て
以
来
、
拡

大
傾
向
に
あ
り
、
昨
年
秋
に
は
秋
田
県

湯
沢
市
（
山
形
県
境
付
近
）
で
も
被
害

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

特集コーナー

特集コーナー 

aomori
akita iwate

miyagiyamagata

森
林
整
備
課

松
く
い
虫
・
ナ
ラ
枯
れ

被
害
防
除
の
取
組

図２　ハザードマップを活用した防除を実施

す
る
た
め

「
合
成
フ

ェ

ロ

モ

ン
」
（
誘

引
剤
）
を

用
い
た
カ

シ
ナ
ガ
キ

ク
イ
ム
シ

の
大
量
捕

殺
手
法
の
確
立
に
向
け
取
り
組
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

終
わ
り
に
、
よ
り
効
率
的
・
効
果
的

な
被
害
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
被
害

の
先
端
地
域
に
お
い
て
、
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ
（
図
２
）
を
活
用
し
、
重
点
的
に

巡
視
を
行
い
被
害
の
早
期
発
見
に
努
め

る
と
と
も
に
、
県
・
地
元
自
治
体
な
ら

び
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
と
の
連
携

を
強
化
し
、
適
切
に
防
除
事
業
を
実
施

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

合成フェロモンを用いた面的防除試験
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「また、やってみたい」
中学生が森林づくりを体験

三陸中部森林管理署

国
有
林
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た

「
遊
々
の
森
」
に
お
い
て
、
大
船
渡
市

立
末
崎
中
学
校
三
学
年
の
生
徒
四
十
九

名
が
六
月
二
十
四
日
コ
ナ
ラ
の
植
樹
と

間
伐
作
業
の
体
験
を
行
い
ま
し
た
。
六

月
十
七
日
に
署
職
員
を
派
遣
し
て
行
わ

れ
た
「
森
林
と
海
と
の
関
わ
り
」「
間

伐
で
Ｃ
Ｏ
２
の
吸
収
」
な
ど
を
予
習
し

て
い
た
生
徒
達
は
、
事
前
学
習
会
の
内

容
を
お
さ
ら
い
し
な
が
ら
、
今
度
は
実

際
に
山
に
入
り
、
署
職
員
の
指
導
を
受

け
、
水
と
海
が
豊
か
に
な
る
こ
と
に
願

い
を
込
め
、
汗
を
流
し
ま
し
た
。

漁
業
が
盛
ん
な
地
域
に
あ
る
同
校

は
、「
海
育
む
森
守
ろ
う
」
を
学
習
テ

ー
マ
と
し
て
お
り
、
こ
の
日
の
活
動
は
、

地
拵
え
か
ら
植
え
付
け
ま
で
の
作
業
と

場
所
を
移
動
し
て
ス
ギ
の
間
伐
・
枝
落

と
し
作
業
を
五
班
二
グ
ル
ー
プ
に
分

け
、
そ
れ
ぞ
れ
交
代
し
な
が
ら
終
日
行

い
ま
し
た
。

ス
ギ
の

間
伐
作
業

で
は
、
鋸

を
初
め
て

手
に
し
た

生
徒
が
多

く
、
受
け

口
取
り
に

苦
戦
し
な

が
ら
も
木

が
倒
れ
る

音
に
歓
声

を
上
げ
て

い
ま
し
た
。

近
く
に
あ

る
枝
を
次

々
と
切
り

落
と
し
て

は
「
こ
の

仕
事
楽
し
い
、
向
い
て
る
か
も
」「
林

の
中
が
明
る
く
な
っ
た
」
と
見
回
し
て

は
達
成
感
に
表
情
も
生
き
生
き
と
し
て

い
ま
し
た
。
特
に
、
切
り
倒
し
た
後
の

樹
皮
を
は
い
で
、
水
分
た
っ
ぷ
り
の
幹

に
触
っ
て
、
香
り
と
と
も
に
養
分
を
盛

ん
に
吸
い
上
げ
て
い
る
現
象
を
五
感
で

感
じ
驚
き
の
様
子
で
し
た
。
最
後
に

職員の指導を受けながらの間伐作業

（
事
前
学
習
を
紹
介
し
た
学
校
だ
よ
り
）

作業を終え笑顔で記念写真

〝
う
ぶ
す
な
の
森
〞
の
標
柱
を
立
て
て

記
念
写
真
を
撮
り
、
こ
の
日
の
体
験
活

動
を
終
了
し
ま
し
た
。

後
に
送
ら
れ
て
き
た
学
校
だ
よ
り
と

生
徒
達
の
感
想
に
は
「
と
て
も
疲
れ
た

け
ど
、
植
林
し
た
り
間
伐
し
た
り
今
ま

で
に
な
い
体
験
で
楽
し
か
っ
た
」「
思

っ
て
い
た
以
上
に
大
変
、
で
も
海
が
豊

か
に
な
っ
た
り
、
Ｃ
Ｏ
２
を
吸
収
し
た

り
し
て
環
境
に
役
立
て
ば
と
思
い
植
林

し
た
」
な
ど
と
寄
せ
ら
れ
、
苦
労
し
な

が
ら
も
自
ら
取
り
組
ん
だ
森
林
づ
く
り

の
体
験
に
充
実
感
が
た
だ
よ
う
文
面
が

多
く
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
中
に
は
、

「
植
え
た
苗
木
が
大
き
く
な
っ
た
頃
、

ま
た
見
に
行
き
た
い
」
と
将
来
に
思
い

を
託
し
て
お
り
、
森
林
に
携
わ
る
我
々

が
逆
に
応
援
を
も
ら
っ
た
取
組
み
と
な

り
ま
し
た
。

こ
の
活
動
は
、
末
崎
中
学
校
の
「
産う

ぶ

土す
な

タ
イ
ム
」
に
お
け
る
総
合
学
習
を
支

援
す
る
も
の
で
、
今
後
も
継
続
し
て
浜

の
子
が
森
林
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
協
定
に
基
づ
き
森
林
環
境
教
育
が

推
進
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

コナラ１７０本を植樹



近
年
、
森
林
環
境
を
推
し
量
る
バ
ロ

メ
ー
タ
ー
と
し
て
様
々
な
場
面
で
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ブ
ナ
で
す
が
、

種
子
の
保
存
や
苗
木
の
増
殖
技
術
は
そ

れ
ほ
ど
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由

の
一
つ
と
し
て
、
ブ
ナ
の
結
実
に
は
豊

凶
が
あ
っ
て
、
大
豊
作
の
年
は
五
〜
七

年
に
一
度
し
か
訪
れ
ず
、
そ
の
と
き
に

し
か
良
質
で
大
量
の
種
子
が
収
穫
で
き

な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

実
際
に
は
、
豊
作
と
豊
作
の
年
の
間
に

中
規
模
の
結
実
（
並
作
）
の
年
が
必
ず

一
〜
二
回
は
巡
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は

豊
作
年
と
並
作
年
の
両
年
で
開
花
す
る

一
部
の
個
体
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
が
近
年
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た

（
小
山
ら2

0
0
6

）。
し
た
が
っ
て
、
中

に
は
二
〜
三
年
に
一
度
の
間
隔
で
着

花
・
結
実
し
て
い
る
個
体
が
一
定
の
割

合
で
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

東
北
育
種
場
に
は
、
日
本
で
唯
一
の
、

接
ぎ
木
増
殖
に
よ
る
ブ
ナ
精
英
樹
保
存

園
お
よ
び
採
種
園
が
あ
り
、
そ
の
中
に
、

毎
年
花
を
つ
け
る
と
言
わ
れ
る
精
英
樹

ク
ロ
ー
ン
（
注
）
が
二
系
統
、
計
四
十

九
本
植
栽
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
○
○
五

年
に
豊
作
と
な
っ
た
翌
々
年
（
二
○
○

七
年
）
か
ら
、
毎
年
こ
れ
ら
の
ク
ロ
ー

ン
を
個
体
レ
ベ
ル
で
観
察
し
な
が
ら
着

花
お
よ
び
結
実
の
調
査
を
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
確
か
に
、
二
○
○
九
年
ま

で
の
三
年
間
、
他
の
ク
ロ
ー
ン
で
は
着

花
・
結
実
す
る
個
体
は
ご
く
少
数
で
あ

り
、
着
花
す
る
枝
も
数
本
〜
十
本
程
度

に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
二
ク

ロ
ー
ン
に
限
っ
て
は
、
毎
年
必
ず
六
十

〜
八
十
％
の
個
体
に
、
し
か
も
多
い
も

の
で
は
五
十
〜
八
十
％
の
枝
に
花
が
着
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【森のお話】 

毎
年
花
を
着
け
る
？
ブ
ナ
の
お
話

東
北
育
種
場
の
ブ
ナ
精
英
樹
保
存
園
と
採
種
園

大
　
宮
　
泰
　
徳

森
林
総
合
研
究
所
　
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
　
東
北
育
種
場

コラム【森のお話】

写真１　三本木103号。
枝全体に着花

い
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
そ
の
中
に
、
一
個
体
だ
け
、

観
察
初
年
度
の
二
○
○
七
年
に
す
べ
て

の
枝
に
着
花
し
た
個
体
が
あ
り
ま
し
た

（
写
真
１
）。
研
究
用
の
材
料
と
し
て
サ

ン
プ
リ
ン
グ
を
計
画
し
て
い
ま
し
た

が
、
翌
年
（
二
○
○
八
年
）
は
期
待
に

反
し
て
全
く
花
が
着
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
こ
で
、
他
の
個
体
に
つ
い
て
も

よ
く
観
察
し
て
み
ま
す
と
、
ど
う
や
ら

枝
レ
ベ
ル
で
は
お
お
む
ね
隔
年
で
花
が

つ
い
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
分
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う

に
、
初
年
度
に
着
花
し
な
か
っ
た
個
体

は
２
個
体
を
除
い
た
九
個
体
す
べ
て
に

つ
い
て
翌
年
に
着
花
が
見
ら
れ
た
の
に

対
し
、
八
十
％
以
上
の
枝
に
着
花
し
た

六
個
体
は
す
べ
て
、
翌
年
０
〜
十
％
し

か
着
花
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
き
ち
ん
と

枝
ご
と
に
マ
ー
キ
ン
グ
し
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
し
、
個
体
に
よ
っ
て
は
一

度
も
花
が
つ
か
な
い
枝
も
あ
り
ま
し
た

が
、
た
と
え
ば
前
年
に
高
枝
に
着
花
が

見
ら
れ
た
個
体
は
下
枝
に
花
が
多
く
見

ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
（
写
真
２
）、
毎

年
花
が
着
い
て
い
る
枝
は
未
だ
観
察
さ

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
枝
レ
ベ

ル
で
は
隔
年
も
し
く
は
二
年
以
上
の
間

隔
を
置
い
て
着
花
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
○
○
九
年
は

昨
年
と
ほ
ぼ
逆
の
着
花
傾
向
が
観
察
さ

れ
、
二
○
○
八
年
に
着
花
が
ゼ
ロ
だ
っ

た
写
真
１
の
個
体
で
は
再
び
百
％
の
着

花
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
傾
向
と
し

て
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
始
め
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ク
ロ
ー
ン
を
主
な
材
料
と

し
て
、
昨
年
度
か
ら
文
部
科
学
省
科
学

研
究
費
補
助
金
を
い
た
だ
き
、
花
成
関

連
遺
伝
子
に
よ
る
ブ
ナ
の
花
芽
形
成
か

ら
豊
凶
に
至
る
ま
で
、
分
子
レ
ベ
ル
で

解
明
し
よ
う
と
い
う
研
究
を
開
始
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
ク
ロ
ー
ン
は
、
翌
年

に
必
ず
花
が
着
く
枝
と
つ
け
な
い
枝
を

ほ
ぼ
特
定
で
き
る
た
め
、
広
葉
樹
の
花

を
咲
か
せ
る
遺
伝
子
の
働
き
方
を
解
明

す
る
の
に
他
に
類
を
見
な
い
希
少
か
つ

貴
重
な
材
料
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

（
注
）
ク
ロ
ー
ン
と
は
、
遺
伝
的
に
同
一
で
あ
る

個
体
の
集
ま
り
の
こ
と
で
す
。
一
本
の
精
英
樹

か
ら
穂
を
取
っ
て
、
さ
し
木
や
接
ぎ
木
に
よ
り

増
や
し
た
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
何
本
あ
っ

て
も
同
じ
ク
ロ
ー
ン
で
す
。

写真２　下枝に着花がみられる個体。
前年には高い位置の枝に着花した。
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平
成
二
十
一
年
度

下
北
署
植
樹
祭

下
北
森
林
管
理
署

六
月
十
八
日
、
当
署
の
東
通
森
林
事

務
所
部
内
の
国
有
林
に
お
い
て
、
一
般

公
募
の
方
や
地
元
民
間
企
業
か
ら
約
百

五
十
名
が
参
加
し
、
当
署
と
東
通
村
、

む
つ
市
、

下
北
地
域

県
民
局
と

の
共
催
に

よ
る
植
樹

祭
を
行
い

ま
し
た
。

当
日
は

小
雨
模
様

の
中
、
署

長
を
始
め

米
代
西
部
森
林
管
理
署

フ
ォ
レ
ス
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

地
元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
ニ

セ
ア
カ
シ
ア
の
芽
か
き
を
実
施

署担当者の地球温暖化防止対策に関する説明

各
共
催
機

関
の
代
表

者
の
挨
拶

で
始
ま
り
、

中
村
森
林

育
成
係
長

よ
り
地
球

温
暖
化
防

止
対
策
に

関
す
る
説

明

を

行

い
、
株
式

会
社
電
源

開
発
か
ら

は
、
森
林
整
備
の
作
業
現
場
に
お
け
る

安
全
対
策
の
事
例
と
し
て
、
股
バ
ン
ド

を
装
着
し
た
刈
払
機
に
つ
い
て
デ
モ
ン

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
交
え
、
装
着
方
法

等
を
紹
介
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
森
林
官
の
模
範
植
樹
の
後
、

参
加
者
が
鍬
を
持
っ
て
〇
・
五
ha
の
植

樹
会
場
に
ク
リ
と
コ
ナ
ラ
の
苗
を
五
百

本
ず
つ
植
え
ま
し
た
。

ま
た
、
植
樹
後
に
は
民
間
企
業
で
あ

る
株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン
と
日
本
生
命
保

険
相
互
会
社
か
ら
、
緑
化
推
進
活
動
の

取
り
組
み
紹
介
と
い
う
こ
と
で
、
各
地

域
で
行
っ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど

の
社
会
貢
献
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
民
間
団

体
に
よ
る
取
組
が
下
北
流
域
で
も
よ
り

広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

午
後
か
ら
は
、
地
元
産
ス
ギ
材
を
製

六
月
十
九
日
（
金
）
米
代
西
部
森
林

管
理
署
管
内
の
風
の
松
原
に
お
い
て
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
よ
る
ニ
セ
ア
カ

シ
ア
の
芽
か
き
作
業
が
行
わ
れ
ま
し

た
。こ

の
作
業
は
、「
風
の
松
原
」
の
ク

ロ
マ
ツ
林
に
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
の
侵
入
が

著
し
い
こ
と
か
ら
、
植
栽
樹
種
で
あ
る

ク
ロ
マ
ツ
の
保
育
の
一
環
と
し
て
、
地

元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
「
風
の
松
原

に
守
ら
れ
る
会(

会
長
　
鷲
尾
礼
次

郎
）」
が
平
成
十
七
年
か
ら
実
施
し
て

い
る
作
業
で
す
。

今
回
は
市
民
み
ん
な
の
財
産
で
あ
る

各地からの便り

「
風
の
松
原
」
を
大
事
に
後
世
に
残
し

て
い
く
た
め
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相

互
の
協
力
体
制
も
必
要
な
こ
と
か
ら
、

当
署
フ
ォ
レ
ス
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会

員
十
名
も
初
め
て
参
加
し
ま
し
た
。

林
内
に
は
樹
高
二
十
ｍ
位
ま
で
生
長

し
た
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
も
見
か
け
ら
れ
ま

し
た
が
、
当
日
は
生
活
環
境
保
全
林
整

備
事
業
で
整
備
さ
れ
た
「
健
康
づ
く
り

の
み
ち
」
周
辺
を
主
に
歩
道
沿
線
の
芽

か
き
を
実
施
し
ま
し
た
。

日
頃
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で

「
風
の
松
原
」
内
の
歩
道
沿
線
の
草
の

刈
払
い
や
ゴ
ミ
拾
い
な
ど
を
行
っ
て
く

れ
て
い
る
フ
ォ
レ
ス
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
方
々
で
す
が
、
当
日
の
作
業
は
い
つ

も
と
勝
手
が
違
い
、
日
頃
使
い
慣
れ
な

い
鎌
で
の
作
業
で
苦
労
し
て
い
ま
し

た
。今

後
当
署
の
フ
ォ
レ
ス
ト
ボ
ラ
ン
テ

一般公募や地元企業から大勢の方が参加

ボランティアによる芽かきの様子

材
す
る
過
程
を
真
近
で
見
て
い
た
だ
く

た
め
、
東
通
村
森
林
組
合
「
木
材
加
工

セ
ン
タ
ー
製
材
工
場
」
を
見
学
し
行
事

を
終
了
し
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、
植
樹
し
た
木
に
自

分
を
重
ね
合
わ
せ
「
苗
木
が
伸
び
て
い

く
よ
う
に
自
分
も
成
長
で
き
れ
ば
」

「
機
会
が
あ
れ
ば
ま
た
参
加
し
た
い
」

と
の
声
も
聞
か
れ
、
森
林
づ
く
り
に
対

す
る
一
般
の
方
々
の
理
解
の
醸
成
に
役

立
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
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七
月
一
日
、
国
際
協
力
事
業
団
（
Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ａ
）
が
草
の
根
技
術
協
力
の
一
環

と
し
て
実
施
す
る
「
地
盤
災
害
防
災
技

術
の
能
力
開
発
事
業
」
の
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
人
研
修
生
ら
三
名
と
案
内
の
秋
田
大

学
の
専
門
家
二
名
が
、
平
成
九
年
に
当

署
管
内
の
八
幡
平
で
起
き
た
大
規
模
地

す
べ
り
災
害
で
あ
る
「
澄
川
・
赤
川
温

泉
土
砂
災

害
」
の
現

地
を
訪
れ

ま
し
た
。

当
時
被

災
を
受
け

た
国
道
三

四
一
号
線

の
赤
川
橋

で
署
長
か
ら
災
害
の
概
要
を
説
明
し
た

の
ち
、
地
す
べ
り
本
体
の
復
旧
現
場
に

お
い
て
、
被
災
後
か
ら
復
旧
に
至
る
ま

で
当
署
が
行
っ
て
き
た
ソ
フ
ト
・
ハ
ー

ド
両
面
の
復
旧
対
策
に
つ
い
て
説
明
を

行
い
ま
し
た
。

続
い
て
、
治
山
課
長
か
ら
近
接
箇
所

で
現
在
施
工
中
の
地
す
べ
り
対
策
工
の

一
つ
で
あ
る
集
水
ボ
ー
リ
ン
グ
工
に
つ

い
て
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

研
修
生
か
ら
は
、「
な
ぜ
、
大
規
模

な
地
す
べ
り
が
発
生
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
人
の
犠
牲
者
も
出
な
か
っ
た

の
か
。
復
旧
に
当
た
っ
て
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
工
法
を
と
っ
た
の
か
。
」

な
ど
、
熱
心
な
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

ま
た
、
復
旧
現
場
に
自
然
侵
入
し
た

植
生
の
生
育
状
況
を
見
て
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
自
然
と
は
違
う
、
日
本
に
お
け

る
自
然
の
再
生
力
の
強
さ
に
つ
い
て
も

驚
い
た
様
子
で
し
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
日
本
と
同
じ
火

山
国
で
あ
り
、
二
０
０
六
年
に
は
、
地

震
に
起
因
す
る
大
規
模
な
地
す
べ
り
、

災害の概要を説明する小野署長

最
上
支
署

下
刈
体
験
教
室
を
開
催

七
月
二
日
、
当
支
署
管
内
に
お
い
て
、

舟
形
町
立
舟
形
小
学
校
の
五
年
生
児
童

二
十
一
名
を
対
象
に
「
下
刈
体
験
教
室
」

を
開
催
し
ま
し
た
。

舟
形
町
で
は
森
林
環
境
保
全
教
育
の

一
環
と
し
て
、
森
林
を
育
み
保
全
す
る

森
づ
く
り
体
験
教
室
を
当
支
署
管
内
で

行
っ
て
お
り
、
当
該
箇
所
は
、
昨
年
の

体
験
教
室
で
児
童
が
自
分
た
ち
で
植
付

し
た
ス
ギ
造
林
地
で
あ
り
、
今
年
は
下

刈
作
業
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。当

日
は
、
作
業
に
先
だ
ち
、
下
刈
の

作
業
方
法
や
注
意
事
項
を
当
支
署
職
員

か
ら
説
明
を
受
け
た
後
、
下
刈
作
業
を

行
い
ま
し
た
。

下
刈
鎌
を
持
つ
の
は
全
員
初
め
て

で
、
最
初
は
戸
惑
っ
て
い
た
児
童
も
い

下刈の説明を聞く児童たち

各地からの便り

ま
し
た
が
、
中
に
は
す
ぐ
に
慣
れ
て
元

気
に
作
業
す
る
姿
も
見
ら
れ
、
当
支
署

職
員
が
作
業
中
の
児
童
に
声
を
掛
け
な

が
ら
作
業
を
進
め
、
無
事
終
了
す
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。

作
業
の
あ
と
は
、
森
林
の
大
切
な
役

割
に
つ
い
て
の
講
話
と
自
然
観
察
会
を

行
い
ま
し
た
が
、
刈
払
っ
た
林
地
の
中

を
元
気
一
杯
に
散
策
し
、
蜂
の
誘
引
捕

殺
器
内
の
ス
ズ
メ
バ
チ
を
見
つ
け
た

り
、
イ
モ
リ
も
見
つ
け
「
な
ん
だ
ろ
う
。」

と
皆
が
あ
つ
ま
る
場
面
も
あ
り
、
楽
し

く
有
意
義
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

今
後
も
地
元
教
育
機
関
等
か
ら
の
要

請
に
応
え
な
が
ら
、
森
林
林
業
の
普
及

啓
発
と
地
元
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

米
代
東
部
森
林
管
理
署

「
地
盤
災
害
防
災
技
術
の
能

力
開
発
事
業
」

〜
国
際
協
力
事
業
団
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
〜

土
砂
災
害
で
多
く
の
犠
牲
者
も
出
て
い

る
こ
と
か
ら
、
研
修
生
か
ら
は
、「
澄

川
・
赤
川
温
泉
」
現
地
で
の
視
察
は
、

今
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
防
災

対
策
を
進
め
て
い
く
上
で
大
変
参
考
に

な
っ
た
と
の
感
想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

な
お
、
当
署
で
は
引
き
続
き
当
該
地

周
辺
に
お
け
る
地
す
べ
り
防
止
対
策
等

を
進
め
る
中
で
、
地
域
の
安
全
・
安
心

へ
の
寄
与
に
努
め
て
い
く
考
え
で
す
。

ィ
ア
を
含
め
た
た
く
さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
方
で
協
力
し
、
森
林
の
大
切
さ

を
市
民
に
広
め
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い

な
が
ら
当
日
の
作
業
を
終
了
し
ま
し
た
。
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期　　　日 平成２１年９月１３日（日）

実 施 場 所 秋田県藤里町　小岳・素波里園地

募 集 人 員 20名

参　加　費 大人3,500円、子供2,000円（中学生以下）

（保険料、記念写真代含む）

受付開会式　秋田県藤里町　藤里センター　８：１５～

申込み方法　往復はがきに、「イベント名」を明記の上、住所、氏名、年齢、電話番号を

記入し、下記までお申し込み下さい。

申込み締切　８月26日（水）必着（応募多数の場合は抽選となります）

そ　の　他 昼食は持参してください。

【参加申込みお問い合わせ】

藤里森林センター　住所：秋田県山本郡藤里町藤琴字大関添24-3                 

電話：０１８５－７９－１００３

ＵＲＬ：http://www.shirakami.or.jp/̃fujisatofc/

「早秋の白神山地での小岳登山」イベント名

初秋の小岳山頂 山頂からの眺望（青森県・岩木山）

～森の仲間の裏話　5～ 

へぇーそうなんだ へぇーそうなんだ へぇーそうなんだ 
朝日庄内森林環境保全ふれあいセンター所長　青山　一郎 

　夏休み。山間の灯火は夜間、虫捕り少年の親子連れで密かに賑わい
ます。お目当てはクワガタ・カブト。灯火周辺の物陰を丹念に覗く少
年は、かつては早朝の風物詩でしたが、生活様式の変化からか、ライ
バルが多いためか、近頃はすっかり夜回りが主流となりました。 
　朝虫捕りの最強のライバルはカラス。良いポイントでは夜が白む頃
には集合して、灯火に群がる虫を片っ端から呑みこみます。大きい羽
や固い頭だけは残して。灯火の虫漁りは、収集ゴミ荒らしや舗装道路
でのクルミ割りと同様、すっかりカラスの文化になってしまい、かく
して子供達の虫捕りは夜中に追いやられました。 
　少年よ、灯火採集もいいけど、野山での虫捕りも忘れないで。 

虫捕りライバ
ル 虫捕りライバ
ル 

虫捕りカラス カラスが食べたカブトムシの残骸 

少年達に人気のミヤマクワガタ 少年達に人気のミヤマクワガタ 
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お問い合わせ先 

由利森林管理署

（見所の概要）
残雪の鳥海山を借景に、朱色のレンゲツツジと銀白色に輝くワタスゲが彩る桑ノ木台湿原は、初夏

のこの時期「雲上の楽園」とも称され、知る人ぞ知る隠れた名所でありました。
しかし、近年、新聞・雑誌等で撮影スポットとして紹介されたこともあって、入り込み者が急増し、

貴重な湿原の植生が踏圧等により荒廃してきている現状にあることから、昨年７月に由利森林管理署
長の諮問機関として、関係行政機関及び地元自然保護団体、湿原・動植物に関する有識者等を構成メ
ンバーとする、「桑ノ木台湿原の保全と保護に関する検討委員会」（以下「検討委員会」。）を設置し、
保全対策等について検討をお願いしているところです。
現在、桑ノ木台湿原では湿原植生の現況等に関する基礎調査を委託実施しており、施設整備等の恒

久対策が講じられるまでの間、本年より概ね２年間程度「湿原への立ち入りを遠慮していただく」な
どの緊急保護対策を実施しています。
桑ノ木台湿原は、平成３年にレクリエーションの森（自然観察教育林）に指定されておりますが、

効果的な保全対策を行い、再び市民の皆様へこの素晴らしい風景を御披露目できるその日まで、『隠し
たい名所』となることをご理解い願います。

我が署の隠れた名所では、毎回交通アクセス及び地図について紹介を行っておりますが、今回は上記で紹介
したとおり保全対策を実施中ですので、施設整備等の恒久対策が完了次第このコーナーでご紹介いたします。

〒015－0885 秋田県由利本荘市水林439
電話番号：050－3160－5840 FAX：0184-22-2274

くわ の き だい しつ げん

写真提供　與齋俊雄氏（検討委員会委員・二科会秋田支部運営委員）
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