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は
じ
め
に

国
内
の
森
林
は
、
戦
後
造
成

さ
れ
た
人
工
林
が
本
格
的
な

利
用
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。
こ

の
森
林
資
源
を
「
伐
っ
て
、
使

っ
て
、
植
え
る
」
と
い
う
形
で

循
環
利
用
し
て
い
く
こ
と
で
、

先
人
の
築
い
た
貴
重
な
資
産

を
継
承
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、

こ
れ
か
ら
の
森
林
・
林
業
政
策

の
主
要
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。 こ

う
し
た
課
題
に
対
応
す

る
た
め
、
経
営
管
理
が
不
十
分

な
民
有
林
を
都
道
府
県
が
公

表
す
る
民
間
事
業
者
（
い
わ
ゆ

る
「
意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業

経
営
者
」
）
に
集
積
・
集
約
化

す
る
、
森
林
経
営
管
理
制
度
が

令
和
２
年
４
月
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

こ
の
制
度
を
円
滑
に
実
施

し
、
制
度
の
要
と
な
る
林
業
経

営
者
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、

安
定
的
な
事
業
量
の
確
保
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
国
有
林
が
民
有
林
か
ら

の
木
材
供
給
を
補
完
す
る
形

で
、
長
期
・
安
定
的
に
こ
う
し

た
民
間
事
業
者
に
木
材
を
供

給
す
る
と
と
も
に
、
国
産
材
の

需
要
拡
大
に
向
け
て
川
上
と

川
中
・
川
下
の
需
要
者
と
の
連

携
強
化
を
図
る
こ
と
が
有
効

で
す
。 

こ
の
た
め
、
現
行
の
立
木
販

売
事
業
等
の
入
札
方
式
を
基

本
と
し
つ
つ
、
効
率
的
か
つ
安

定
的
な
林
業
経
営
を
育
成
す

る
た
め
、
新
た
に
「
樹
木
採
取

権
制
度
」
と
し
て
国
有
林
の
一

定
の
区
域
（
樹
木
採
取
区
）
に

お
い
て
立
木
を
一
定
期
間
、
安

定
的
に
採
取
す
る
権
利
を
民

間
事
業
者
に
設
定
で
き
る
仕

組
み
を
追
加
し
て
実
施
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。 

樹
木
採
取
権
制
度
の
概
要 

１ 

樹
木
採
取
区
の
指
定 

北
海
道
森
林
管
理
局
長
（
以

下
「
局
長
」
）
は
、
効
率
的
か

つ
安
定
的
な
林
業
経
営
の
育

成
を
図
る
た
め
、
「
樹
木
の
採

取
に
適
す
る
相
当
規
模
の
森

林
資
源
が
存
在
す
る
一
団
の

国
有
林
野
の
区
域
で
あ
る
こ

と
」
、
「
指
定
し
よ
う
と
す
る

区
域
の
所
在
す
る
地
域
に
お

い
て
、
国
有
林
と
民
有
林
に
係

る
施
策
を
一
体
的
に
推
進
す

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け

る
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
」
と
い
う
基
準
に
該
当
す

る
区
域
を
樹
木
採
取
区
と
し

て
指
定
し
ま
す
。 

２ 

樹
木
採
取
権
の
設
定
を

受
け
る
者
の
公
募
・
選
定 

局
長
は
、
樹
木
採
取
区
を
指

定
し
た
と
き
は
、
樹
木
採
取
権

の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希

望
す
る
者
を
公
募
し
ま
す
。 

樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受

け
る
者
の
必
須
条
件
と
し
て
、

「
森
林
の
経
営
管
理
を
効
率

的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力

や
、
こ
れ
を
確
実
に
行
う
に
足

り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る

北海道森林管理局では、国有林野の管理経営に関する法律に

基づく樹木採取区の指定等に向けた手続きを開始しました。 

利用期を迎えた森林 
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と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
や
「
民

有
林
か
ら
の
供
給
を
圧
迫
し

な
い
た
め
、
木
材
利
用
事
業
者

等
（
川
中
事
業
者
）
及
び
木
材

製
品
利
用
事
業
者
等
（
川
下
事

業
者
）
と
の
連
携
に
よ
り
、
木

材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
を

確
立
す
る
こ
と
が
確
実
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
」
等
の
基
準
に

適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。 

局
長
は
、
応
募
者
の
う
ち
基

準
に
適
合
す
る
者
の
中
か
ら
、

３
（
１
）
の
樹
木
料
の
算
定
の

基
礎
と
な
る
申
請
額
、
事
業
の

実
施
体
制
、
地
域
に
お
け
る
産

業
の
振
興
に
対
す
る
寄
与
の

程
度
等
を
勘
案
し
、
関
係
都
道

府
県
知
事
に
協
議
の
上
、
樹
木

採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
者

を
選
定
し
ま
す
。 

３ 

事
業
の
実
施 

（
１
）
樹
木
採
取
権
実
施
契

約
の
締
結

 

樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受

け
た
者
（
樹
木
採
取
権
者
）

は
、
事
業
の
開
始
前
に
、
局

長
と
具
体
的
な
施
業
の
計
画

（
採
取
す
る
箇
所
、
面
積
、

採
取
方
法
等
）
や
、
川
中
・

川
下
事
業
者
と
の
連
携
に
よ

る
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関

係
の
確
立
に
関
す
る
事
項
等

を
内
容
に
含
む
樹
木
採
取
権

実
施
契
約
（
以
下
「
実
施
契

約
」
）
を
５
年
ご
と
に
締
結

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
実

施
契
約
は
、
公
益
的
機
能
の

維
持
増
進
等
の
観
点
か
ら
、

現
行
の
国
有
林
の
伐
採
の
ル

ー
ル
に
則
り
、
局
長
が
樹
木

採
取
区
ご
と
に
定
め
る
基
準

や
国
有
林
野
の
地
域
管
理
経

営
計
画
に
適
合
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
樹
木
を

採
取
す
る
前
に
樹
木
料
を
国

に
納
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。 

（
２
）
報
告
、
指
示
、
樹
木

採
取
権
の
取
消
し

 

局
長
は
、
事
業
の
適
正
を

期
す
る
た
め
、
樹
木
採
取
権

者
に
対
し
て
報
告
を
求
め
、

調
査
し
、
指
示
を
す
る
こ
と

が
で
き
、
正
当
な
理
由
な
く

指
示
に
従
わ
な
い
と
き
は
権

利
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

 

ま
た
、
局
長
は
、
樹
木
採

取
権
が
国
有
林
の
伐
採
ル
ー

ル
に
適
合
し
な
い
伐
採
を
行

う
な
ど
、
実
施
契
約
に
定
め

ら
れ
た
事
項
に
重
大
な
違
反

が
あ
っ
た
と
き
は
、
樹
木
採

取
権
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

４ 

樹
木
の
採
取
跡
地
に
お

け
る
植
栽 

採
取
跡
地
に
お
け
る
植
栽

に
つ
い
て
は
、
国
が
責
任
を

持
っ
て
行
う
こ
と
と
な
り
ま

す
が
、
採
取
跡
地
に
お
い
て

伐
採
と
植
栽
を
一
体
的
に
行

う
こ
と
に
よ
る
植
栽
の
効
率

的
な
実
施
の
た
め
、
当
該
樹

木
採
取
区
に
係
る
樹
木
採
取

権
者
に
、
植
栽
を
そ
の
樹
木

の
採
取
と
一
体
的
に
行
う
よ

う
申
し
入
れ
る
も
の
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
公
募

の
際
に
植
栽
作
業
を
行
う
こ

と
を
提
示
し
、
そ
れ
に
応
じ

た
者
か
ら
樹
木
採
取
権
者
を

選
定
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
再
造
林
が
適
切
に
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

樹
木
採
取
区
の
指
定
に

向
け
て 

国
有
林
に
お
け
る
樹
木
採

取
区
の
指
定
に
つ
い
て
は
、

当
面
、
全
国
で
10
箇
所
を
パ

イ
ロ
ッ
ト
的
に
行
っ
て
い
く

こ
と
と
し
て
お
り
、
令
和
３

年
７
月
か
ら
８
月
に
か
け
て

全
国
の
森
林
管
理
局
に
お
い

て
、
樹
木
採
取
区
の
指
定
等

に
向
け
た
手
続
き
を
開
始
し

ま
し
た
。
北
海
道
森
林
管
理

局
に
お
い
て
も
、
３
箇
所

（
表
１
）
の
樹
木
採
取
区
の

指
定
等
に
向
け
た
手
続
き
を

開
始
し
て
お
り
、
樹
木
採
取

権
設
定
ま
で
の
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
、
（
表
２
）
の

と
お
り
で
す
。

 

本
制
度
に
よ
り
、
樹
木
採
取

権
者
が
安
定
的
な
事
業
量
を

確
保
す
る
こ
と
で
、
計
画
的
に

機
械
の
導
入
や
人
員
の
確
保

等
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な

る
と
と
も
に
、
樹
木
採
取
権
者

と
、
新
規
需
要
開
拓
に
取
り
組

む
川
中
・
川
下
の
事
業
者
が
協

定
を
締
結
し
、
国
産
材
の
安
定

的
な
取
引
関
係
の
構
築
が
促

進
さ
れ
る
こ
と
等
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。 

表１ 北海道森林管理局における樹木採取権指定候補箇所 

表２ 今後のスケジュール 

※ 上記のスケジュールについては、変更の可能性があります。
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【
は
じ
め
に
】 

十
勝
西
部
森
林
管
理
署
東
大

雪
支
署
は
、
十
勝
北
部
の
上
士

幌
町
、
新
得
町
、
鹿
追
町
、
士
幌

町
に
ま
た
が
る
約
一
五
万
ha

の
国
有
林
を
管
轄
し
て
い
ま
す
。 

当
支
署
管
内
は
、
日
本
百
名

山
に
も
数
え
ら
れ
る
ト
ム
ラ
ウ

シ
山
や
十
勝
岳
の
ほ
か
、
ニ
ペ

ソ
ツ
山
、
石
狩
岳
等
北
海
道
を

代
表
す
る
山
々
に
囲
ま
れ
た
地

域
で
、
亜
寒
帯
性
針
広
混
交
林

の
広
が
る
日
本
で
も
有
数
の
森

林
地
帯
で
す
。

ま
た
、
大
雪
山
国
立
公
園
を
は

じ
め
、
保
安
林
や
林
野
庁
が
設
定

す
る
保
護
林
、
緑
の
回
廊
、
レ
ク

レ
ー
シ
ョ
ン
の
森
な
ど
の
多
様

な
森
林
を
広
く
有
し
て
お
り
、
森

林
の
持
つ
公
益
的
機
能
の
発
揮

が
特
に
期
待
さ
れ
る
地
域
と
な

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
恵
ま
れ
た
自

然
の
中
で
は
貴
重
な
野
生
動
植

物
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。 

【
地
域
の
課
題
】 

林
業
採
算
性
の
悪
化
か
ら
、
森

林
所
有
者
の
造
林
意
欲
は
依
然

と
し
て
低
迷
し
て
お
り
、
伐
採
後

の
造
林
が
進
ま
な
い
こ
と
か
ら
、

森
林
の
持
つ
多
面
的
機
能
の
低

下
や
、
将
来
の
森
林
資
源
の
保
続

が
危
ぶ
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と

か
ら
、
伐
採
跡
地
へ
の
確
実
な
造

林
や
間
伐
施
業
の
実
施
な
ど
の

森
林
整
備
を
進
め
、
人
工
林
資
源

の
適
切
な
管
理
と
持
続
可
能
な

森
林
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

【
地
域
の
課
題
に
対
す
る
東
大
雪

支
署
と
し
て
の
取
組
】 

 

地
域
の
課
題
に
対
す
る
東
大

雪
支
署
の
取
組
と
し
て
「
低
コ
ス

ト
で
効
率
的
な
施
業
の
推
進
に

向
け
て
」
と
い
う
重
点
取
組
事
項

の
も
と
、
伐
採
木
を
単
木
的
に
選

定
す
る
定
性
間
伐
に
対
す
る
列

状
間
伐
の
優
位
性
を
地
域
に
発

信
す
る
取
組
を
実
施
し
て
い
ま

す
。具

体
的
に
は
民
有
林
の
現
状

を
把
握
し
て
い
る
森
林
組
合
に
、

列
状
間
伐
に
対
す
る
意
見
を
ア

ン
ケ
ー
ト
方
式
に
よ
り
実
施
、
合

わ
せ
て
列
状
間
伐
の
優
位
性
の

説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
列
状
間

伐
の
実
施
状
況
や
、
そ
の
理
由
な

ど
を
伺
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
伺
っ
た
意
見
な
ど
は
管

内
の
自
治
体
の
民
有
林
担
当
者

に
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

今
回
の
森
林
組
合
か
ら
の
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
優
良
木
の
生

産
が
で
き
な
い
」、「
風
倒
被
害
の

恐
れ
が
あ
る
」、「
主
伐
を
重
点
に

し
て
い
る
の
で
、
本
来
の
間
伐
と

し
て
実
行
す
る
た
め
悪
い
木
や

劣
勢
木
を
対
象
と
し
た
定
性
間

伐
を
実
施
し
て
い
る
」
と
い
う
意

見
や
苗
木
の
植
栽
に
関
し
て
、
具

体
的
に
は
国
有
林
は
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
の
中
で
植
栽
を

実
施
し
て
い
ま
す
が
、
民
有
林
で

は
よ
り
広
い
面
積
に
植
栽
す
る

た
め
苗
間
を
広
げ
て
植
栽
し
て

い
る
と
い
う
意
見
も
出
て
い
ま

し
た
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
列
状
間
伐
の

優
位
性
な
ど
の
、
理
解
を
深
め
る

た
め
の
丁
寧
な
取
り
組
み
が
必

要
で
あ
り
、
課
題
と
考
え
て
い
ま

す
。 

今
後
は
、
列
状
間
伐
の
低
コ
ス

ト
化
、
安
全
性
、
搬
出
の
容
易
性
、

間
伐
効
果
な
ど
優
位
性
の
理
解

を
深
め
る
現
地
検
討
会
の
開
催
、

特
に
、
森
林
組
合
で
の
列
状
間
伐

実
施
が
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
比
較
対
象
の
観
点
か
ら
、

国
有
林
と
民
有
林
の
間
伐
現
場

の
二
箇
所
で
開
催
す
る
こ
と
を

検
討
し
て
い
ま
す
。 

【
今
後
に
向
け
て
】 

 

こ
れ
ま
で
東
大
雪
支
署
と
し

て
、
簡
易
な
作
業
功
程
・
生
産
コ

ス
ト
の
算
出
と
機
械
ご
と
の
作

業
功
程
の
把
握
が
可
能
と
な
る

「
工
程
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を
使
用

し
列
状
間
伐
と
定
性
間
伐
の
工

程
調
査
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。 

今
後
に
つ
い
て
も
、
こ
の
工
程

調
査
と
伐
採
後
の
蓄
積
調
査
等

を
行
い
、
地
域
の
課
題
に
対
す
る

問
題
点
の
解
決
に
向
け
取
組
ん

で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

森林組合との意見交換 

高性能林業機械での森林施業 

トムラウシ山（標高2,141m） 
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や森林の巡視、

【
森
林
事
務
所
の
概
要
】 

大
滝
森
林
事
務
所
は
伊
達

市
大
滝
区
（
旧
大
滝
村
）
、
壮

瞥
町
、
洞
爺
湖
町
の
１
市
２

町
に
ま
た
が
り
、
約
１
万
４

千
ha
の
国
有
林
を
管
理
し
て

い
ま
す
。
森
林
事
務
所
が
所

在
す
る
伊
達
市
大
滝
区
は
、

積
雪
量
が
少
な
く
温
暖
な
気

候
か
ら
『
北
の
湘
南
』
と
も
言

わ
れ
て
い
る
伊
達
市
と
は
打

っ
て
変
わ
り
積
雪
が
多
く
、

最
低
気
温
も
-20
℃
を
下
回
る

日
が
あ
る
豪
雪
の
地
に
あ
り

ま
す
。 

【
国
有
林
を
楽
し
も
う
♪
】 

当
管
内
に
は
北
海
道
百
名

山
に
選
出
さ
れ
て
い
る
オ
ロ

フ
レ
山
、
徳
瞬
瞥
岳
が
あ
り
、

と
も
に
往
復
３
時
間
程
度
で

登
山
が
楽
し
め
る
初
心
者
に

や
さ
し
い
コ
ー
ス
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
20
～
30
年

周
期
で
噴
火
を
繰
り
返
し
て

い
る
活
火
山
の
有
珠
山
、
噴

火
活
動
に
よ
り
形
成
さ
れ
た

カ
ル
デ
ラ
湖
の
洞
爺
湖
。
そ

の
湖
に
浮
か
ぶ
中
島
に
つ
い

て
も
当
森
林
事
務
所
で
管
理

し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
こ
ん
な
観
光
プ
ラ

ン
を
立
て
て
み
ま
し
た
。

名
付
け
て
「
大
滝
国
有
林

満
喫
１
泊
２
日
コ
ー
ス
」 

１
日
目
の
朝
、
ま
ず
は
徳

瞬
瞥
岳
登
山
。
晴
天
で
あ
れ

ば
、
羊
蹄
山
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
渡
島
半
島
ま
で
見
渡
せ

ま
す
。
下
山
後
は
、
北
湯
沢
温

泉
郷
に
て
日
帰
り
入
浴
。
疲

れ
を
癒
や
し
た
後
は
昭
和
新

山
に
向
か
い
、
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
で
有
珠
山
山
頂
を
目
指
し

ま
し
ょ
う
。
山
頂
か
ら
の
景

色
は
北
に
羊
蹄
山
、
洞
爺
湖
、

南
に
噴
火
湾
を
一
望
で
き
、

ど
こ
を
向
い
て
も
絶
景
が
楽

し
め
ま
す
。
こ
の
後
、
洞
爺
湖

沿
い
の
温
泉
宿
に
て
１
泊
。

２
日
目
は
、
洞
爺
湖
の
中

島
ま
で
遊
覧
船
で
向
か
い
、

今
年
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か
り

の
「
中
島
・
湖
の
森
博
物
館
」

で
洞
爺
湖
の
自
然
や
歴
史
を

学
び
、
そ
の
後
は
中
島
散
策

に
出
掛
け
ま
し
ょ
う
。
お
す

す
め
は
中
央
部
に
あ
る
大
平

原
。
周
り
は
森
林
に
囲
ま
れ

て
い
る
の
に
、
こ
の
一
区
画

の
み
樹
木
が
育
ち
に
く
い
環

境
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
こ
大
平
原
は
道
内
屈
指
の

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ら
し
い
の

で
、
神
秘
の
チ
カ
ラ
を
感
じ

に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
帰

り
に
は
洞
爺
湖
周
辺
の
果
樹

園
で
、
そ
の
季
節
ご
と
の
果

物
狩
り
を
体
験
し
、
大
滝
の

名
物
で
も
あ
る
、「
き
の
こ
汁
」

を
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。
た
く

さ
ん
の
キ
ノ
コ
・
山
の
幸
を

お
土
産
に
し
て
帰
宅
。 

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
参

考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。 

【
森
林
事
務
所
の
業
務
】 

現
在
の
業
務
は
、
主
に
間

伐
木
を
伐
採
し
丸
太
に
す
る

ま
で
の
行
程
を
一
手
に
担
う
、

素
材
生
産
事
業
の
監
督
、
植

栽
し
た
樹
木
の
生
長
を
促
す

よ
う
下
草
の
刈
り
払
い
や
つ

る
類
の
除
去
を
施
す
造
林
請

負
事
業
の
監
督
検
査
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。
中
で
も
造

林
請
負
事
業
で
は
、
平
成
28

年
台
風
10
号
通
過
に
よ
り
風

倒
被
害
が
発
生
し
た
人
工
林

を
再
生
す
べ
く
、
被
害
木
の

整
理
か
ら
始
ま
り
、
雑
草
や

灌
木
等
を
取
除
く
地
拵
と
い

う
作
業
を
し
た
後
に
、
苗
木

を
植
栽
す
る
ま
で
を
一
貫
し

て
行
う
事
業
な
ど
を
実
施
し

て
お
り
、
今
年
度
は
約
５
ha

を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

【
お
わ
り
に
】 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
終
息
が
見
通
せ
ず
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と

り
に
く
い
環
境
下
で
は
あ
り

ま
す
が
、
地
域
と
国
有
林
と

の
パ
イ
プ
役
と
し
て
産
業
や

防
災
・
減
災
に
貢
献
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
た
の
ち

は
風
光
明
媚
な
大
滝
国
有
林

に
是
非
と
も
足
を
運
ん
で
く

だ
さ
い
。 

大平原から望む羊蹄山 

風倒被害地の再生状況 
（令和２年度植栽） 

後志森林管理署 
大滝森林事務所 

首席森林官 井田智弘 
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【
業
務
に
つ
い
て
】 

十
勝
東
部
森
林
管
理
署
に
着

任
し
て
２
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

楽
し
い
春
も
終
わ
り
、
短
い
夏

の
大
切
さ
を
噛
み
し
め
な
が
ら
、

趣
味
の
釣
り
な
ど
に
励
ん
で
い

ま
す
。 

私
は
本
別
町
の
森
林
事
務
所

で
、
森
林
官
と
と
も
に
日
々
業

務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
最
初
こ

そ
森
林
官
の
後
を
つ
い
て
行
く

こ
と
で
精
一
杯
で
し
た
が
、
樹

種
の
判
別
や
施
業
進
行
状
況
の

把
握
な
ど
、
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ

て
少
し
ず
つ
出
来
る
こ
と
を
増

や
し
て
い
ま
す
。  

現
場
で
は
ダ
ニ
な
ど
の
注
意

点
も
多
い
で
す
が
、
樹
木
の
生

育
環
境
を
実
際
に
目
に
し
た
り
、

様
々
な
野
生
動
物
に
出
会
っ
た

り
と
、
日
々
移
り
ゆ
く
自
然
の

中
で
特
別
な
経
験
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

【
Ｑ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
に
つ
い
て
】 

森
林
で
働
く
人
々
に
と
っ
て
、

地
図
を
把
握
す
る
事
は
と
て
も

大
事
で
す
。
私
が
普
段
業
務
で

使
っ
て
い
る
Ｑ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
と
い
う

地
図
ソ
フ
ト
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。 

〈
Ｑ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
と
は
〉 

Ｑ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
は
地
方
自
治
体
か

ら
民
間
企
業
ま
で
広
く
利
用
さ

れ
て
い
る
フ
リ
ー
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
ソ

フ
ト
で
す
。
地
図
を
表
示
す
る

こ
と
は
勿
論
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
で
記
録

し
た
ポ
イ
ン
ト
や
軌
跡
を
地
図

に
表
示
し
て
、
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

〈
効
率
的
な
デ
ー
タ
管
理
〉 

Ｑ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
特
徴
と
し
て
デ

ー
タ
管
理
の
し
や
す
さ
が
あ
り

ま
す
。
図
面
上
の
道
路
や
作
業

地
な
ど
に
情
報
を
追
加
し
た
り
、

そ
れ
ぞ
れ
色
分
け
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
私
は
写
真
の
よ

う
に
、
事
業
や
作
業
区
分
ご
と

に
色
分
け
を
行
い
、
予
定
箇
所

を
管
理
し
て
い
ま
す
。 

〈
デ
ー
タ
の
共
有
〉 

色
分
け
し
た
図
面
や
作
業
地

な
ど
の
デ
ー
タ
は
フ
ァ
イ
ル
を

送
る
だ
け
で
他
者
と
共
有
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
作

成
し
た
道
路
な
ど
を
Ｇ
Ｐ
Ｓ
に

表
示
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
な
た

め
、
現
地
で
の
調
査
な
ど
に
役

立
て
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

Ｑ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
に
は
他
に
も
業
務

で
役
立
つ
機
能
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
よ
り
詳
し
く
知
り
た

い
方
は
是
非
、
十
勝
東
部
森
林

管
理
署
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
Ｑ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
参
考
に
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。 

【
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

使
い
方
】 

私
は
川
釣
り
を
趣
味
と
し
て

い
ま
す
が
、
そ
こ
で
も
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
活
用
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
釣
果
が

あ
っ
た
場
所
を
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
記
録
し
、
確
認
す
る
こ
と
が

可
能
で
、
そ
の
日
の
状
況
な
ど

を
メ
モ
す
る
こ
と
で
さ
ら
な
る

釣
果
の
向
上
が
期
待
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
山
菜
や
野
生
動
物
の

記
録
に
も
活
用
で
き
、
自
然
を

楽
し
む
上
で
頼
も
し
い
相
棒
に

な
っ
て
く
れ
ま
す
。 

【
森
林
に
つ
い
て
思
う
こ
と
】 

森
林
の
中
に
ひ
と
た
び
入
れ

ば
様
々
な
気
づ
き
が
あ
り
ま
す
。

北
海
道
の
森
林
は
四
季
折
々
で

変
化
に
富
み
、
来
る
人
を
飽
き

さ
せ
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

う
し
た
森
林
と
日
々
関
わ
れ
る

こ
と
を
嬉
し
く
、
誇
ら
し
く
思

い
ま
す
。 

皆
さ
ん
も
是
非
森
林
に
出
か

け
、
出
会
っ
た
気
づ
き
を
楽
し

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
私
も

日
々
楽
し
み
な
が
ら
業
務
や
趣

味
に
励
ん
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
！ 

第１5 話

十勝東部森林管理署 

水谷 天哉

事業地ごとに色分けした国有林

オショロコマ（日本では北海
道のみに生息） 

十勝東部署 HP 
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/tokatitobu/index.html 
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【網走中部森林管理署】 
令和 3 年 7 月 4 日（日）、置戸町の勝山公民館

主催の「鹿の子沢風景林ハイキング」に、当署から

森林技術指導官をはじめ 4 名が同行し森林環境教

育を行いました。ハイキングの参加者は小学生か

らご年配の方まで 31 名が参加され、にぎやかな

スタートとなりました。 森林環境教育は、駐車

場の近くにある植物の観察から始まり、その植物

の特徴や花言葉等を紹介しました。鹿の子沢風景

林の約 1.5 ㎞の散策路内には、滝や巨石・巨木が

たくさん見られるため、自然の雄大さを身近に感

じることができます。中でも水しぶきを浴びられ

るほどの距離まで近づける「虹の滝」や、岩の堆積

でできた洞窟で探検気分を味わえる「忍び岩」は

特に人気がありました。さらに森の奥に進んでい

くと、背の高い木々たちが迎え入れてくれます。

是非、一度鹿の子沢風景林へおいでください。

【北空知支署】

令和 3 年 7 月 14 日（水）、幌加内町立朱鞠内

小学校のわんぱくの森において、森林環境教育を

実施しました。当日は気温 30 度を超える炎天下

の中、全校児童 6 名、教職員 3 名が参加し、当支

署から 6 名の職員のサポートにより開催しまし

た。最初に、「わんぱくの森」に児童たちが植えた

アカエゾマツ・ミズナラの苗木、カミネッコンな

どの観察を行いました。児童からは「葉っぱが元

気にいっぱい生えていてよかった」「周りに草がす

ごく生えている」などの感想が聞かれました。次

にフィールドビンゴで、ルーペや双眼鏡などを使

用し、木の葉や幹、春との違いなどについて観察

を行いました。最後に、児童たちとグランドに移

動し、ドローンで校舎やグランドを見るとともに、

上空より児童たちを撮影し、今回の森林環境教育

を修了しました。

【宗谷森林管理署】 

令和 3 年 7 月 14 日（水）、利尻富士町立鴛泊

中学校において、宗谷総合振興局森林室主催によ

る中学 1 年生 12 名を対象とした林業体験学習が

開催され、利尻森林事務所より森林官・グリーン

サポートスタッフ（GSS）が講師として授業を担

当しました。まずは室内学習で、宗谷総合振興局

森林室から「林業の話」、森林官と GSS から「利

尻島の森林の話」と「仕事の話」をしました。次に

森林の中に入り、除伐体験を行いました。木を倒

す方向を決めて受け口を作り、追い口から切りま

す。鋸で立木を伐るのは初めてだったので最初は

苦戦していましたが、だんだんとコツをつかんで

いきました。さらに、伐った木を好きな厚さの輪

切り板にして、美術の時間に使うとのことです。

丸太の状態の木を持ち帰った生徒もおり、どのよ

うな作品になるか楽しみです。

 
 
 

【日高南部森林管理署】 

えりも町では平成 18 年から毎年、中高一貫教

育の取り組みとして、えりも国有林で、中学 1 年

時に植樹を、高校 2 年時に枝打体験を実施してい

ます。今回は中学 1 年の生徒を対象にした植樹体

験です。まず 7 月 7 日（水）に「えりも国有林治

山事業」と題して講演会を実施し、12 日（月）に、

当署職員に加え、えりも町役場、ひだか南森林組

合にお手伝いいただき、「ドロノキ」「ナナカマド」

「ハンノキ」「シラカバ」「ヤチダモ」の 5 種類、

約 100 本の広葉樹を植樹しました。 

今回参加した生徒の多くが、4 年後の高校 2 年

生になると育樹体験として再び現地を訪れること

になります。その時は自分で植えた広葉樹がどの

ように成長しているか確認することができますの

で楽しみにしてもらえればと思います。 

鹿の子沢風景林で 
森林環境教育を実施 

「各地からの便り」の詳細は 検索 森もりスクエア 

えりも地区連携型 
中高一貫教育による
環境教育 

朱鞠内小学校で夏の
森林環境教育を実施 

林業体験学習（利尻 
富士町立鴛泊中学校） 
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北
海
道
森
林
管
理
局
と

北
海
道
警
察
は
、
山
岳
遭

難
の
防
止
及
び
森
林
に
お

け
る
活
動
の
安
全
を
広
く

呼
び
か
け
る
た
め
、
合
同

で
広
報
啓
発
用
ポ
ス
タ
ー

を
作
成
し
ま
し
た
。 

ポ
ス
タ
ー
の
イ
ラ
ス
ト
は
、

北
海
道
森
林
管
理
局
職
員
で

漫
画
制
作
等
の
活
動
を
行
っ

て
い
る
平
田 

美
紗
子
（
ひ
ら

た 

み
さ
こ
）
事
業
企
画
係
長

が
制
作
し
、
北
海
道
警
察
山
岳

遭
難
救
助
隊
の
イ
メ
ー
ジ
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
「
山
岳 

守
」（
さ

ん
が
く 

ま
も
る
）
と
、
北
海
道

森
林
管
理
局
の
イ
メ
ー
ジ
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
「
林 

リ
ン
子
」

（
は
や
し 

り
ん
こ
）
及
び
北

海
道
警
察
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
「
ほ
く
と
く
ん
」

が
安
全
な
登
山
を
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。

ま
た
、
７
月
16
日
（
金
）
に

札
幌
市
白
石
区
の
ア
ウ
ト
ド

ア
シ
ョ
ッ
プ
「
秀
岳
荘
」
に
て
、

北
海
道
警
察
と
一
緒
に
ポ
ス

タ
ー
掲
示
及
び
チ
ラ
シ
を
配

布
し
山
岳
遭
難
防
止
を
Ｐ
Ｒ

し
ま
し
た
。 

今
後
は
さ
ら
に
関
係
機
関

を
通
じ
て
、
広
く
ポ
ス
タ
ー
を

掲
示
し
、
山
岳
遭
難
の
防
止
及

び
森
林
に
お
け
る
活
動
の
安

全
を
呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。 

北
海
道
警
察
と
合
同
作
成
に
よ
る 

の
活
用
に
つ
い
て 

山岳遭難防止ポスター横版 

（夏山バージョン） 

山岳遭難防止ポスター縦版 

（夏山バージョン） 

広報 「北の森林 国有林」 ８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 番 

ＩＰ電話   050-3160-6300 

電  話    011-622-5213 

F A X     011-622-5194 

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

も り 

登
山
を
安
全
に
楽
し
む
た
め
に 

・
無
理
の
な
い
計
画
と
「
登
山
計
画
書
」
の
提
出

・
通
信
機
器
と
予
備
バ
ッ
テ
リ
ー
の
携
行

・
熱
中
症
対
策
な
ど
十
分
な
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

今月の木 「トドマツ」 

トドマツは北海道で一番木材としての量

が多い木です。 

詳しくは、ホームページの「北海道の木

のえほん」をご覧ください。 

トドマツの雄花のイラストを

表紙の月数字の横に載せました。
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