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は
じ
め
に

　
南
信
森
林
管
理
署
で
は
、
増
加
す
る
ニ
ホ

ン
ジ
カ
に
よ
る
森
林
被
害
に
対
応
す
る
た

め
、
こ
れ
ま
で
地
域
の
関
係
者
と
連
携
し
、

様
々
な
取
組
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
本
稿
で

は
、
こ
れ
ま
で
の
ニ
ホ
ン
ジ
カ
食
害
対
策
の

あ
ゆ
み
と
、
新
た
な
取
組
で
あ
る
「
つ
い
で

見
回
り
・
通
報
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

ニ
ホ
ン
ジ
カ
食
害
対
策
の
あ
ゆ
み

　
南
信
森
林
管
理
署
（
以
下
「
署
」）
管
内
に

お
い
て
は
、
平
成
６
年
頃
か
ら
ニ
ホ
ン
ジ
カ

（
以
下
「
シ
カ
」）
に
よ
る
樹
木
の
皮
は
ぎ
や

下
層
植
生
及
び
高
山
植
物
の
食
害
な
ど
の
被

害
が
顕
著
に
な
り
ま
し
た
（
写
真
１
）。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
被
害
対
策
と
し
て
、
国

有
林
に
お
け
る
シ
カ
の
侵
入
防
止
柵
及
び

食
害
防
止
ネ
ッ
ト
の
設
置
に
よ
る
樹
木
や

植
生
の
保
護
や
、
民
有
林
に
お
け
る
銃
器

等
に
よ
る
シ
カ
の
個
体
群
調
整
な
ど
の
取

　南信森林管理署は、長野
県南東部に位置し、６市、
３郡22町村を管轄し、日本
の山岳を代表する、八ヶ岳
連峰、中央アルプス、南ア
ルプスを擁しています。
　管内の森林率は 81％と
高く、里山から標高 3,000
ｍを越える高山帯まで多様
な様相を呈し、人工林が
36％、天然林が 64％、人
工林は、カラマツが71％を
占め、次いでヒノキが13％
となっています。
　貴重な自然が残る管内の
40％が自然公園に指定され、首都圏や中京圏から多くの人々が訪れ、観
光産業も盛んな地域です。
　その一方、糸

いといがわ
魚川－静岡構造線及び中央構造線の２大構造線により地質

は複雑かつ脆弱で、治山事業を推進するとともに、天竜川流域の水源涵養
機能の発揮や土砂流出防止のため、国有林野の約88％が保安林に指定さ
れています。

組
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
進
め

て
き
ま
し
た
が
、
シ
カ
に
よ
る
被
害
の
拡

大
が
続
き
、
地
域
ご
と
の
対
策
が
限
界
に

近
づ
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
平
成
21
年
に

は
、
南
ア
ル
プ
ス
周
辺
地
域
に
お
い
て
、
署

と
伊い

な

し
那
市
が
中
心
と
な
っ
て
関
係
機
関
に
呼

び
か
け
、「
南
ア
ル
プ
ス
食
害
対
策
協
議
会
」

（
以
下
「
協
議
会
」）
を
設
立
し
ま
し
た
。
協

議
会
で
は
「
で
き
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ

取 組
国有林野事業の

中
部
森
林
管
理
局	

南
信
森
林
管
理
署

南
ア
ル
プ
ス（
南な

ん
し
ん信
地
域)

に
お
け
る

ニ
ホ
ン
ジ
カ
食
害
対
策
の
あ
ゆ
み

～
管
内
市
町
村
と
地
元
猟
友
会
及
び
請
負
事
業
体
の
協
力
に
よ
る
取
組
～

長野県

伊那谷

富山県

岐阜県

愛知県

署
の
基
礎
デ
ー
タ

所 在 地 長野県伊那市山寺 1499-1 

区 域 面 積 399,306ha うち森林面積 323,378ha
（森林率 81％）

国 有 林 面 積 75,104ha
（国有林率 23.2％） うち官行造林 4,585ha

管 轄 区 の
関 係 市 町 村

６市８町 14 村
岡
お か や し

谷市、諏
す わ し

訪市、茅
ち の し

野市、伊
い な し

那市、駒
こ ま が ね し

ケ根市、
飯
い い だ し

田市、下
しもすわまち

諏訪町、富
ふ じ み ま ち

士見町、辰
たつのまち

野町、箕
みのわまち

輪町、
飯
いいじままち

島町、松
まつかわまち

川町、高
たかもりまち

森町、阿
あなんちょう

南町、原
はらむら

村、南
みなみみのわむら

箕輪村、
中
なかがわむら

川村、宮
みやたむら

田村、阿
あ ち む ら

智村、平
ひらやむら

谷村、根
ね ば む ら

羽村、下
しもじょうむら

條村、
売
うるぎむら

木村、天
てんりゅうむら

竜村、泰
やすおかむら

阜村、喬
たかぎむら

木村、豊
とよおかむら

丘村、大
おおしかむら

鹿村

「管内概要」

南信森林管理署
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う
！
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
協
力
を
得
て
高
山
帯
に
食
害
防
止

ネ
ッ
ト
を
設
置
す
る
こ
と
で
貴
重
な
高
山
植

物
の
群
生
す
る
お
花
畑
の
復
元
を
行
う
中
で
、

署
の
職
員
は
く
く
り
ワ
ナ
を
設
置
し
て
シ
カ

を
捕
獲
す
る
と
い
っ
た
取
組
を
始
め
ま
し
た

（
写
真
２
）。

　
さ
ら
に
シ
カ
の
生
息
密
度
を
低
下
さ
せ
る

た
め
、
平
成
23
年
に
は
、
署
の
職
員
に
よ
る

捕
獲
に
加
え
、
各
地
域
の
猟
友
会
に
捕
獲
を

委
託
す
る
と
と
も
に
、
近
隣
の
市
町
村
に
く

く
り
ワ
ナ
を
貸
出
し
、
毎
年
約
１
，
０
０
０

頭
の
シ
カ
の
捕
獲
を
継
続
し
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
署
の
職
員
に
よ
る
捕
獲
後
の
処
置
が

負
担
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
猟
友
会
と
の
連

携
が
不
可
欠
で
し
た
。

　
し
か
し
、
里
山
と
は
異
な
る
高
山
帯
で
の

シ
カ
対
策
は
、
作
業
が
困
難
で
時
間
の
制
約

も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
捕
獲
従
事
者
を
継
続

的
に
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
し
た
。

　
ま
た
、
猟
友
会
会
員
の
高
齢
化
に
よ
り
人

員
の
確
保
も
困
難
と
な
っ
て
き
た
こ
と
か

ら
、
よ
り
効
率
的
な
捕
獲
手
法
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
署
で
は
、

平
成
30
年
か
ら
く
く
り
ワ
ナ
の
見
回
り
負
担

軽
減
を
目
的
と
し
て
、
シ
カ
が
捕
獲
さ
れ
た

ら
そ
の
情
報
が
す
ぐ
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

に
送
信
さ
れ
る
通
信
シ
ス
テ
ム
の
実
証
を
開

始
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
関
係
機
関
が
連
携
し
て
捕

獲
を
行
う
こ
と
で
シ
カ
の
個
体
群
調
整
に
貢

献
し
て
い
ま
す
が
、
南
ア
ル
プ
ス
で
は
、
依

然
と
し
て
シ
カ
の
生
息
密
度
の
高
い
状
況
が

続
い
て
お
り
、
令
和
２
年
度
ま
で
毎
年
８
，

０
０
０
頭
の
捕
獲
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

た
め
、
一
層
効
率
的
に
シ
カ
の
捕
獲
を
推
進

し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

新
た
な
取
組

「
つ
い
で
見
回
り
・
通
報
」

　
そ
こ
で
、
署
で
は
平
成
30
年
か
ら
新
た
な

取
組
と
し
て
「
つ
い
で
見
回
り
・
通
報
」
に

よ
る
捕
獲
作
業
の
効
率
化
を
進
め
て
い
ま

す
。
こ
の
取
組
は
、
署
と
趣
旨
に
賛
同
し
た

上か
み
い
な

伊
那
猟
友
会
、
国
有
林
内
の
治
山
工
事
請

負
業
者
の
３
者
が
合
意
に
基
づ
き
、
一
連
の

シ
カ
捕
獲
作
業
を
分
担
し
て
実
施
す
る
も
の

で
す
。
具
体
的
に
は
、
猟
友
会
が
治
山
工
事

箇
所
及
び
通
勤
路
付
近
に
く
く
り
ワ
ナ
を
設

置
し
、
治
山
工
事
請
負
業
者
の
社
員
が
通
勤

時
等
に
シ
カ
が
ワ
ナ
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
場
合
に
猟
友
会
に
通
報
す
る
仕

組
み
で
、
見
回
り
作
業
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ

た
ほ
か
、
署
管
内
の
特
定
エ
リ
ア
だ
け
で
２

年
間
で
４
５
９
頭
の
シ
カ
が
捕
獲
さ
れ
る
な

ど
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
（
写
真
３・

４
）。

　
今
後
も
、
関
係
団
体
や
事
業
者
と
連
携
・

協
力
し
つ
つ
、
捕
獲
作
業
の
負
担
が
少
な
く

効
果
が
大
き
い
こ
の
手
法
を
拡
大
し
、
シ
カ

の
捕
獲
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま

す
（
概
念
図
）。

写真１

写真 2

写真 3

写真 4

ニホンジカによる食害の状況

協議会によるシカの侵入防止
柵設置作業

「ついで見回り・通報」くく
りワナ設置位置（通勤車両か
らの視界）

「ついで見回り・通報」により
捕獲したニホンジカ 概念図
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