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木き

そ曽
ヒ
ノ
キ
の
里
の
取
組

　
　
～
特
殊
な
寸
法
の
丸
太
を
需
要
に
応
じ
て
供
給
～

　木曽森林管理署は、長野県南西部に位置し、木曽
谷北部の木曽川上流部にあります。区域面積は110
千haで、長野県全体1,356千haの８％にあたり
ます。このうち国有林野は、木曽町等２町２村に所
在し、その面積は57千haで、町村面積合計の５
割を占めています。
　当署管内は、ヒノキ、カラマツを主体とする人工
林が42％、天然林が52％となっています。このた
め、天然林木曽ヒノキ、サワラ及び人工林ヒノキを
主とする国有林材の原木供給に依存する流通及び製
材加工が盛んな地域です。
　また、森林浴発祥の地である「赤沢自然休養林」
をはじめ、中央アルプス国定公園や御岳県立自然公
園等の森林レクリエーション資源が豊富にあり、多
くの方々に利用されています。

管内概要

所 在 地 長野県木曽郡上松町正島町1-4-1

区 域 面 積 109,577ha うち森林面積 101,692ha

国 有 林 野 面 積 		57,659ha（国有林野率57％）
管轄区の関係町村 ２町２村（上松町、木曽町、木祖村、王滝村）

は
じ
め
に

　
木
曽
森
林
管
理
署
は
、
長
野
県
の
木
曽
川

上
流
部
（
木
曽
谷
）
の
国
有
林
野
の
管
理
経

営
を
担
っ
て
い
ま
す
。管
内
の「
木
曽
ヒ
ノ
キ
」

は
、
日
本
三
大
美
林
の
一
つ
と
し
て
全
国
的

に
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
明
治
時

代
に
植
栽
さ
れ
た
ヒ
ノ
キ
林
を
は
じ
め
、
高

齢
級
の
人
工
林
資
源
が
充
実
し
て
き
て
い
ま

す
。

　
近
年
、
全
国
で
公
共
建
築
物
の
木
造
化
等

の
動
き
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
中
、
木
曽
谷
に

所
在
す
る
町
村
で
も
地
場
産
材
を
利
用
し
た

役
場
庁
舎
な
ど
の
建
築
が
相
次
い
で
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
当
署
で
は
、
国
有
林
の

森
林
資
源
を
活
か
し
、
こ
れ
ら
の
建
築
に
必

要
と
さ
れ
る
木
材
の
供
給
に
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。
今
回
は
、
信
州
・
木
曽
谷
の
木
材

と
伝
統
的
な
技
術
・
工
法
を
採
用
し
た
シ
ン

ボ
ル
的
な
公
共
建
築
物
の
一
部
と
、
関
連
す

る
当
署
の
取
組
を
御
紹
介
し
ま
す
。

多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

特
殊
な
寸
法
の
丸
太
の
供
給

　
公
共
建
築
物
の
建
築
に
際
し
て
は
、
一
般

の
住
宅
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
も
の
と
比
べ
て
、

長
さ
や
直
径
な
ど
が
特
殊
な
寸
法
の
丸
太
が

必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、こ
う
し
た
「
特

殊
用
材
」
は
民
有
林
か
ら
の
供
給
が
期
待
し

に
く
い
た
め
、
そ
の
確
保
が
課
題
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
う

し
た
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
令
和
２
年
４

月
か
ら
、
当
局
が
丸
太
の
販
売
を
委
託
し
て

い
る
木
材
市
場
を
通
じ
て
要
望
や
相
談
を
受

け
付
け
、
そ
の
情
報
を
基
に
丸
太
の
生
産
を

行
い
、
木
材
市
場
を
通
じ
て
販
売
す
る
と
い

う
新
た
な
取
組
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
需
要
者
の
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応

し
た
供
給
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

役
場
庁
舎
や
公
民
館
の

新
築
が
進
む
信
州
・
木
曽
谷

　
令
和
３
年
４
月
５
日
に
開
庁
し
た
木
曽
町

役
場
本
庁
舎
・
防
災
セ
ン
タ
ー
（
写
真
１
）
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は
、「
木
曽
に
か
け
る
大
屋
根
」
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
し
た
木
曽
地
域
の
伝
統
的
な
「
出だ

し
ば
り梁

造づ
く

り
」
の
工
法
（
写
真
２
）
を
用
い
た
、
全
長

１
０
８
メ
ー
ト
ル
の
木も

く
ぞ
う造
鋼こ

う
ば
ん
ぶ
き

板
葺
平ひ

ら
や屋
建だ

て

の
建
物
で
す
。

　
こ
の
建
物
に
は
、
人
工
林
の
ヒ
ノ
キ
の
ほ

か
、
近
年
、
建
築
用
材
と
し
て
も
需
要
が
高

ま
っ
て
い
る
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
地
域
産
の
木
材

約
１
万
２
千
本
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

う
ち
柱
や
梁は

り
な
ど
の
構
造
材
の
４
割
は
町
有

林
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
建
物
の

シ
ン
ボ
ル
と
も
な
っ
て
い
る
組く

み
け
た桁

や
出で

ば
り梁

に

は
、
５
ｍ
や
６
ｍ
と
い
っ
た
特
殊
な
長
さ
の

木
材
が
ま
と
ま
っ
た
量
で
必
要
だ
っ
た
こ
と

か
ら
、当
署
で
は
、木
曽
町
の
御
要
望
に
応
え
、

必
要
な
木
材
の
供
給
に
協
力
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
令
和
３
年
３
月
に
竣
工
し
た
上あ

げ
ま
つ
ま
ち

松
町
役
場

新
庁
舎
（
写
真
３
）
は
、
木
造
と
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
と
の
混
構
造
で
、
人
工
林
の
ヒ

ノ
キ
が
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
正
面
玄
関
を

入
る
と
、
太
い
柱
と
細
い
材
が
枝
分
か
れ
し

た
上じ

ょ
う
ぶ部
架か

こ
う構
に
よ
り
、
森
の
中
に
い
る
よ
う

な
空
間
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

　
昭
和
25
年
に
町
の
中
心
部
を
焼
く
大
火
が

あ
り
、
以
来
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
き
木
造

建
築
物
に
は
条
件
付
き
で
の
建
築
が
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
木
造
部
分
は
４
本
の

柱
を
合
せ
た
「
合
わ
せ
柱
」（注
１
）、
２
本
、
３

本
の
梁
を
合
わ
せ
た
「
合
わ
せ
梁
」
な
ど
に

よ
る
燃
え
し
ろ
設
計（
注
２
）の
現あ

ら
わし（
注
３
）が
特
徴

的
で
す
（
写
真
４
）。

　
南な

ぎ
そ
ま
ち

木
曽
町
に
お
い
て
は
、
令
和
４
年
春
の

完
成
を
目
指
し
、妻つ

ま
ご籠

町
並
み
交
流
セ
ン
タ
ー

の
建
設
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
写
真

５
）。
現
在
、
基
本
設
計
が
完
成
し
、
特
殊
な

寸
法
の
柱
と
し
て
36
㎝
×
６
ｍ
の
ヒ
ノ
キ
丸

太
が
55
本
必
要
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
木
材

市
場
を
通
じ
て
当
署
に
要
望
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

こ
れ
か
ら
も
お
役
に
立
ち
ま
す

　
木
曽
谷
の
林
業
は
、
天
然
林
の
木
曽
ヒ
ノ

キ
を
中
心
に
育
ま
れ
た
長
い
歴
史
を
持
ち
、

林
業
、
木
材
産
業
も
盛
ん
な
地
域
で
す
。
こ

れ
ま
で
も
民
有
林
か
ら
の
供
給
が
期
待
し
に

く
い
樹
種
等
の
計
画
的
な
供
給
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
が
、
国
有
林
と
し
て
引
き
続
き

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
な
が
ら
、
よ
り
お
役

に
立
て
る
よ
う
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。
中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
森
林

の
公
益
的
機
能
の
発
揮
や
林
業
成
長
産
業
化

に
向
け
て
、
民
有
林
行
政
や
事
業
者
の
皆
様

（
注
１
）
合
わ
せ
柱
：
柱
の
強
度
を
増
す
た
め
、
柱

材
を
数
本
合
わ
せ
て
ボ
ル
ト
等
で
結
合
し
た
も
の
。

（
注
２
）
燃
え
し
ろ
設
計
：
想
定
さ
れ
る
火
事
で
消

失
す
る
木
材
の
部
分
を
「
燃
え
し
ろ
」
と
い
い
、
燃

え
し
ろ
部
分
が
焼
失
し
て
も
火
災
時
に
建
物
が
倒
れ

な
い
設
計
の
こ
と
。

（
注
３
）
現
し
：
木
造
建
築
で
、
柱
や
梁
な
ど
の
構

造
材
が
見
え
る
状
態
で
仕
上
げ
る
手
法
。

お
役
に
立
ち
ま
す
国
有
林

http://w
w
w
.rinya.m

aff.go.jp
/chubu/policy/business/
oyakunitaim

asukokuyurin.
htm
l

の
参
考
と
し
て
い
た
だ
け
る
取
組
を
左
記

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ

ち
ら
も
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

写真 1

写真 2

写真 3

写真 4

写真 5

木曽町役場本庁舎・防災センターの新庁舎

出梁造りの長い廊下「中山道こみち」

建設中の上松町新庁舎

「合わせ柱」等が見える上部架構

妻籠町並み交流センター（完成イメージ図）




