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増
加
す
る
更
新
面
積
に
対
応
し
た
造
林
作
業
の
効
率
化
と

多
様
な
森も

り林
づ
く
り
に
向
け
た
取
組

　十勝東部森林管理署は、北海道東部
にある十勝平野の北東部に位置し、5町
を管轄し、約13万haの国有林を管理し
ています。
　畑作や酪農を主産業とした地域です
が、林業も重要な産業となっています。
　管内国有林は、75%が天然林となっ
ており、トドマツ、工ゾマツ等の針葉
樹に、ミズナラ、力ンバ等の広葉樹を
交えた森林が大部分を占めています。
また、人工林については、トドマツ、ア
力エゾマツ、力ラマツが主要な樹種と
なっています。
　管内の東部にある雌

めあか ん だ け
阿寒岳、オンネト一周辺の国有林は、北海道を代表する景勝地である阿寒

摩周国立公園にあり、トドマツ、ア力工ゾマツ主体の針葉樹と広葉樹との混交林が広がっています。
また、国の天然記念物にも指定されている「オンネトー湯の滝」は、貴重な現象である地上での
マンガン酸化物生成現象が確認できる世界的にも希な揚所として注目されています。
　そのほか、当署管内には、
国内希少野生動物であるシマ
フクロウの生息が確認されて
いる地域もあり、自然環境や
野生動植物の保護にも配慮し
た森林管理を行っています。
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は
じ
め
に

　
十
勝
東
部
森
林
管
理
署（
以
下「
当
署
」と
い

う
。）管
内
の
人
工
林
は
、
昭
和
30
年
代
か
ら

40
年
代
に
か
け
て
造
成
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、

今
後
５
年
間
に
約
６
，０
０
０
ha
の
伐
採（
主

伐
）が
計
画
さ
れ
る
な
ど
、
利
用
期
を
迎
え

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
森
林
資
源
の
成
熟

に
伴
う
伐
採
面
積
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、

効
率
的
な
再
造
林
手
法
の
導
入
に
努
め
な
が

ら
、
公
益
的
機
能
の
維
持・向
上
に
配
慮
し
た

多
様
な
森
林
づ
く
り
を
行
う
こ
と
が
重
要
で

す
。当
署
で
は
、こ
の
考
え
に
基
づ
き
、地じ
ご
し
ら拵

え
、

植
付
、下
刈
り
と
い
っ
た
造
林
作
業
の
効
率
化

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
特
に
天
然
力
を
活

用
し
た
育
成
複
層
林（
針
広
混
交
林
）へ
の
誘

導
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。

再
造
林
作
業
の

効
率
化
に
向
け
た
取
組

⒈	

複
数
年
契
約
に
よ
る
	

一
貫
作
業
実
施
の
た
め
の
条
件
整
備

　
当
署
で
は
、コ
ス
ト
の
縮
減・効
率
化
の
た

め
、人
工
林
の
伐
採
か
ら
地
拵
え
ま
で
の
作
業

を
一
体
的
に
行
う
一
貫
作
業
を
基
本
と
し
て

い
ま
す
。
同
一
の
事
業
体
が
伐
採
か
ら
地
拵

え
ま
で
を
連
続
し
て
作
業
を
行
う
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
の
実
績
で
地
拵
え
コ
ス
ト
を
ha
あ

た
り
約
11
％
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
十
勝
地
方
で
は
寒
風
害
を
避
け
る
た
め
伐

採
の
翌
春
に
地
拵
え
を
行
う
こ
と
か
ら
単
年

度
契
約
に
よ
る
一
貫
作
業
の
普
及
は
困
難
で

し
た
が
、２
０
１
９
年
度
よ
り
複
数
年
契
約
を

導
入
し
、年
度
を
ま
た
ぐ
作
業
を
行
う
場
合

北海道

浦幌町

足寄町
陸別町

本別町

池田町

取 組
国有林野事業の

図１ 複数年契約のメリット

「管内概要」

十勝東部森林管理署

署
の
基
礎
デ
ー
タ

所 在 地 北海道足
あしょろぐん

寄郡足
あしょろちょう

寄町北3条2丁目3番地1
区 域 面 積 351,049ha うち森林面積 264,668ha

国有林野面積 128,298ha
管 轄 区 の
関 係 市 町 村 足

あしょろちょう

寄町、陸
りくべつちょう

別町、本
ほんべつちょう

別町、池
いけだちょう

田町、浦
うらほろちょう

幌町
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⒊	

電
動
ド
リ
ル
式
植
穴
掘
り
機
に
よ
る

	

植
付
作
業
の
効
率
化

　
植
付
作
業
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
テ
ナ
苗
を

積
極
的
に
導
入
し
植
付
期
間
の
拡
大
や
植
付

工
程
の
効
率
化
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
あ
る
事
業
体
は
植
付
器
具
の
改
良

を
進
め
て
お
り
、
例
え
ば
、
充
電
式
電
動
ド

リ
ル
に
穴
掘
り
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
装
着
で

き
る
よ
う
に
し
、
電
動
駆
動
力
に
よ
る
穴
掘

り
を
可
能
と
し
ま
し
た
（
写
真
２
）。
ま
た
、

こ
れ
に
よ
り
課
題
と
な
っ
て
い
た
、
穴
掘
り

中
に
サ
サ
の
地
下
茎
等
が
絡
む
こ
と
や
、
土

壌
凍
結
時
の
硬
い
地
山
で
の
穴
掘
り
も
、
植

付
器
具
の
改
良
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
取
組
は
、

他
の
事
業
体
も
注
目
し
て
お
り
、
地
域
の
林

業
全
体
で
の
取
組
に
な
る
よ
う
普
及
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

北
海
道
独
自
の

多
様
な
森も

り林
づ
く
り

　
造
林
コ
ス
ト
の
縮
減
を
さ
ら
に
進
め
る
た

め
に
は
、
一
貫
作
業
と
同
時
に
、
天
然
力
を

積
極
的
に
活
用
し
た
更
新
を
行
う
こ
と
も
重

要
で
す
。
北
海
道
内
で
は
広
葉
樹
等
の
天
然

更
新
が
良
好
な
森
林
が
多
く
、
天
然
力
を
活

用
し
て
人
工
林
単
層
林
を
、
針
広
混
交
林
を

は
じ
め
と
す
る
多
様
な
森
林
へ
と
誘
導
す
る

た
め
に
は
、
地
形
条
件
や
か
つ
て
の
施
業
履

歴
な
ど
を
踏
ま
え
、
林
地
毎
に
現
況
林
分
を

適
切
に
評
価
し
た
上
で
、
具
体
的
な
方
策
を

検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
当
署
で
は
、
昨
年
度
か
ら
、
林

業
事
業
体
も
交
え
た
現
地
検
討
会
等
の
機
会

を
通
じ
て
、
現
場
で
現
況
林
分
の
評
価
方
法

や
天
然
力
を
活
用
す
る
た
め
の
具
体
的
方
策

に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き
ま

し
た
。
こ
う
し
た
議
論
の
中

で
、
当
署
管
内
の
人
工
林
に
つ

い
て
、
林
床
植
生
は
、
丈
高
が

30
～
40
㎝
と
低
い
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
の
場
合
が
多

く
、
広
葉
樹
等
の
天
然
更
新
が
旺
盛
な
こ
と

か
ら
、
主
伐
・
再
造
林
に
当
た
っ
て
は
、
①

広
葉
樹
が
優
勢
と
な
っ
て
い
る
箇
所
は
主
伐

対
象
区
域
か
ら
面
的
に
除
外
し
、
そ
の
健
全

性
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
積
極
的
に
間
伐
を

検
討
、
②
単
木
的
に
成
立
し
て
い
る
高
木
性

広
葉
樹
に
つ
い
て
は
、
周
辺
に
生
育
す
る
植

栽
し
た
針
葉
樹
と
合
わ
せ
可
能
な
限
り
保
残
、

③
天
然
更
新
に
よ
る
稚
樹
が
群
生
し
て
い
る

場
合
は
、
事
業
の
効
率
化
も
図
り
な
が
ら
可

能
な
限
り
損
傷
を
与
え
な
い
よ
う
保
残
す
る

こ
と
な
ど
の
考
え
方
を
整
理
し
ま
し
た
。
今

年
度
か
ら
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
踏
ま
え
、

林
業
事
業
体
の
理
解
と
協
力
も
得
な
が
ら
、

多
様
な
森
林
づ
く
り
の
た
め
の
方
策
を
本
格

的
に
実
践
し
て
い
き
ま
す
。

今
後
に
向
け
て

　
２
０
２
０
年
度
は
、
伐
採
か
ら
植
栽
ま
で

の
一
貫
作
業
に
つ
い
て
、
機
械
の
能
力
を
最

大
限
に
活
か
せ
る
よ
う
、
新
た

な
作
業
仕
様
を
検
討
し
て
い
ま

す
（
図
３
）。
未
だ
様
々
な
課
題

が
あ
り
ま
す
が
、
国
有
林
が
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
、
そ
の
結
果

を
地
域
の
皆
様
と
共
有
す
る
こ

と
で
、
新
た
な
効
率
的
施
業
手

法
と
し
て
提
案
出
来
る
よ
う
取

組
を
推
進
し
て
行
く
予
定
で
す
。

で
も
一
貫
作
業
の
契
約
を
可
能
と
し
ま
し
た

（
図
１
）。こ
れ
に
よ
り
、事
業
を
実
施
す
る
事

業
体
は
翌
春
の
事
業
を
確
保
で
き
る
と
と
も

に
、中
期
的
な
作
業
計
画
を
た
て
や
す
く
な

り
、作
業
の
効
率
化
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

⒉	

機
械
力
を
用
い
た
作
業
の
実
現

　
地
拵
え
に
つ
い
て
、大
型
機
械
に
よ
り
サ
サ

の
地
下
茎
等
を
除
去
す
る
こ
と
で
植
生
の
繁

茂
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
、約
２
年
間
は
下

刈
り
を
不
要
と
す
る
効
果
が
確
認
で
き
て
い

ま
す
。ま
た
、２
０
１
９
年
度
は
、（
図
２
）の
よ

う
に
植
付
け
時
の
苗
木
の
列
間
を
５
ｍ
に
す

る
こ
と
で
小
型
の
自
走
式
草
刈
機
の
走
行
幅

（
３
ｍ
）を
確
保
す
る
よ
う
に
し
、機
械
力
に
よ

る
下
刈
り
を
可
能
と
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

大
型
機
械
に
よ
る
地
拵
え
と
自
走
式
草
刈
り

機
を
セ
ッ
ト
で
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
大
幅

な
効
率
化
が
期
待
で
き
ま
す
（
写
真
１
）。

写真２

写真1

図2

図3

大型機械による下刈作業のデモン
ストレーション

自走式草刈機に対応した植付仕様

電動ドリル式植穴掘り機

大型機械の下刈りに対応した新たな地拵え・植付の仕様
（下刈りを大型機械で出来るように列の幅を確保しています）




