
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
地
域
の
小
中
学
校
が

行
う
森
林
に
関
す
る
授
業
の
支
援
、
地
域
と

連
携
し
た
木
工
作
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
実
施
、

気
象
害
に
よ
り
立
ち
枯
れ
が
発
生
し
た
森
林

の
再
生
な
ど
、
様
々
な
取
組
を
行
っ
て
い
ま

す
（
写
真
１
〜
３
）。

　

こ
れ
ら
の
取
組
の
中
か
ら
、
北
海
道
標
茶

町
で
実
施
し
て
い
る
「
雷
別
地
区
自
然
再
生

事
業
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

釧
路
湿
原
森
林
ふ
れ
あ
い
推
進
セ
ン
タ
ー

所在地

区域面積

関係自治体

は
じ
め
に

国有林野事業の取組
事
業
の
概
要

釧
路
湿
原
の
源
流
部
に
位
置
す
る
雷
別
地

区
国
有
林
に
は
、
以
前
高
齢
級
の
ト
ド
マ
ツ

人
工
林
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

平
成
12
年
の
気
象
害
に
よ
り
立
ち
枯
れ
が
発

生
し
た
こ
と
で
、
木
が
ま
ば
ら
に
な
る
な
ど

樹
冠
に
大
き
な
隙
間
が
生
じ
、
地
表
が
笹
に

北海道釧路市千歳町６－１１

５９９，６１７ha
うち森林面積   ３７５，１４７ha うち国有林面積   １８１，９７３ha

１市６町１村
釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、白糠町、鶴居村

管内概要

　釧路湿原森林ふれあい推進センターは、北海道東部の釧路地方に
位置しており、根釧西部森林管理署が管理経営する国有林を主な活
動区域としています。
この区域は、釧路湿原、阿寒摩周の２つの国立公園、ラムサール条約

登録湿地などに加えて、令和３年３月には厚岸霧多布昆布森国定
公園が新たに指定されており、雄大な自然環境を有しています。
　当センターは、フィールドの特徴を踏まえて、森林環境教育
に携わる教育関係者、ボランティア団体・地域住民、企業、行政
機関等の活動支援や技術指導を行っています。

こんせん

あっけし しべちゃ てしかが しらぬか つるい

覆
わ
れ
た
笹
地
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

森
林
が
笹
地
に
な
る
と
、
当
該
森
林
の
有

す
る
水
土
保
全
機
能
が
低
下
す
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
被
害
跡
地
を
回

復
さ
せ
る
た
め
、
平
成
19
年
に
雷
別
地
区
自

然
再
生
事
業
実
施
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
に

基
づ
き
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
地
域
住
民
、

社
会
貢
献
活
動
を
行
う
企
業
と
の
協
働
に
よ

り
、
郷
土
樹
種
で
あ
る
ミ
ズ
ナ
ラ
や
ハ
ル
ニ

レ
な
ど
の
広
葉
樹
を
主
体
と
し
た
森
林
再
生

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

森
林
再
生
の
方
針

被
害
跡
地
の
笹
を
取
り
除
き
、
種
子
を
落

と
す
母
樹
が
多
い
箇
所
は
「
天
然
更
新
箇
所
」

と
し
て
自
然
の
力
に
委
ね
、
少
な
い
箇
所
は

「
人
工
植
栽
箇
所
」
と
し
て
地
域
の
方
々
と
の

協
働
に
よ
り
広
葉
樹
を
植
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
大
小
の
樹
木
が
ま
と
ま
っ
て
育
っ
て
い

雷
別
地
区
自
然
再
生
事
業
と

今
後
の
環
境
に
配
慮
し
た
取
組

ら

い

べ

つ

ら
い
べ
つ

あ か ん ましゅう

あ っ け し き り たっぷ こ ん ぶ も り

釧路 根室

●

●
●

根釧西部森林管理署

釧路湿原森林ふれあい推進センター

根釧東部森林管理署

北海道
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る
箇
所
は
「
保
全
箇
所
」
と
し
て
手
を
付
け

ず
に
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
ま
す
（
図
）。

　

一
方
、「
天
然
更
新
箇

所
」
で
も
順
調
に
天
然

更
新
さ
れ
な
い
箇
所
も

見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
に
は
様
々
な
原
因
が

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

芽
生
え
た
樹
木
が
野
生

生
物
に
よ
り
食
害
を
受

け
る
こ
と
が
そ
の
原
因

の
一
つ
と
し
て
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、

そ
の
よ
う
な
箇
所
で
は

植
栽
を
行
い
つ
つ
、
植

栽
木
に
高
さ
１
８
０
cm

の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

保
護
管
を
被
せ
て
保
護

し
て
い
ま
す
（
写
真
４
）。

今
後
の
展
開

写真２　ボランティアによる植栽写真３　ＪＩＣＡ研修員への自然再生事業の説明

写真４　保護管を被せた植栽木

写真１　樹木解説

今
後
の
展
開

　

環
境
に
配
慮
し
た
施
業
を
推
進
す
る
た
め
、

今
年
度
か
ら
生
分
解
性
保
護
管
を
試
験
的
に

設
置
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
植
栽
木

が
成
長
し
た
後
の
保
護
管
の
回
収
作
業
に
係

る
負
担
の
軽
減
な
ど
も
期
待
で
き
ま
す
。
今

後
、
耐
久
性
な
ど
の
確
認
の
た
め
経
過
観
察

を
行
い
、
有
効
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き

ま
す
。
ま
た
、
現
在
使
用
し
て
い
る
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
回
収
後
の

再
利
用
の
可
能
性
を
探
る
な
ど
、
有
効
利
用

の
検
討
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、
環
境
に
配
慮
し
た
野

生
生
物
の
食
害
対
策
に
努
め
つ
つ
、
地
域
の

方
々
と
の
協
働
に
よ
り
広
葉
樹
の
植
栽
な
ど

を
進
め
、
水
土
保
全
機
能
の
回
復
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

保
護
管
使
用
に
よ
る
成
果

以
前
、
天
然
更
新
木
や
植
栽
木
の
食

害
は
エ
ゾ
シ
カ
に
よ
る
も
の
と
考
え
、

防
鹿
柵
を
設
置
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
設
置
後
も
被
害
が
減
ら
な
い
た
め
、

平
成
28
年
度
に
現
地
を
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
自
動
撮
影
カ
メ
ラ
の
画
像
な
ど
か

ら
、
野
ウ
サ
ギ
が
防
鹿
柵
の
網
目
か
ら

侵
入
し
、
植
栽
木
を
摂
食
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
以
降
、
保
護
管

を
被
せ
る
こ
と
と
し
た
こ
と
で
、
植
栽

翌
年
の
生
存
率
が
90
％
以
上
と
成
果
を

上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
、
植
栽
後
13
年
が
経
過
し
た
区

画
で
も
、
順
調
な
生
育
を
見
せ
て
お
り
、

今
後
の
成
長
も
期
待
で
き
る
状
況
で
す

（
写
真
５
）。

写真５　植栽後１３年が経過

ぼ
う
ろ
く
さ
く

図　森林再生のイメージ

母樹 保全箇所

笹地 天然

稚樹・小径木等

人工
植栽箇所

天然 人工
植栽箇所

天然 人工
植栽箇所トドマツ残存木
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