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サクラがもっと好きになる



　自宅の庭にふきのとうが先月から顔を
出し、何度か食事で楽しんでいます。孫た
ちは、一緒に出ている小さなふきの葉の天
ぷらが大好きです。現在スーパーなどには
山菜が並んでいますが、地域によって、人
気のある山菜や採れる時期も、いろいろで
すね。
　今月はくせが少なく、下ごしらえのいら
ないこごみを中華料理に使いました。彩り
が綺麗なので、是非お試し下さい。
　最後に、２年間このページを担当させて
いただき、山菜やきのこを使った料理をご
紹介させて頂きました。また、機会があれ
ば、お目にかかれることもあると思います
ので、今後もよろしくお願いいたします。
（ひろ子）

材 料（４人分）

こごみ	 12本
　エビ	 8 ～ 12尾
　塩・コショー	 少々
　酒	 大さじ1/2
生しいたけ	 ６枚
葱	 10㎝
生姜	 １片
　卵	 ２個
　塩、コショー	 少々
　マヨネーズ	 大さじ１
サラダ油・ごま油	 適宜
鳥ガラスープの素	 小さじ２
水	 3/4カップ
酒（あれば紹興酒）	 大さじ２
醤油	 少々
砂糖	 小さじ１
水溶き片栗粉	 適宜

堀江ひろ子 （料理研究家　栄養士）
日本女子大学食物学科卒　母堀江泰
子、娘ほりえさわこ、母娘３代で料理
研究家。NHKきょうの料理や、あさ
イチなどに出演し新聞雑誌などにも
執筆。著書多数。家庭料理の大切さを
啓蒙している。

ほりえさわこ （料理研究家　栄養士）
女子栄養大学卒　堀江ひろ子の長女　11歳と
７歳の母。NHKきょうの料理などのテレビに
出演、著書多数。イタリア、韓国に家庭料理の勉
強のために留学。代々伝えられている堀江家の
家庭料理を踏襲し、さらに幅を広げていろいろ
な料理を開発している。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

今月の食材

ひろこ、
さわこの

こごみ

こごみとエビの炒め煮
今月の料理

Contents
02 料理　ひろこ、さわこのとっておきレシピ　こごみとエビの炒め煮

03 	 			サクラがもっと好きになる
08 Topics	  スギ花粉症　〜花粉発生源対策〜

09 Topics	  中部森林管理局の災害への取組が人事院総裁賞を受賞しました

10 がんばる市町村　〜滋賀県長浜市〜

12 Topics	  平成29年全国山火事予防運動

14 Topics	  森
も り

林の仕事ガイダンス2017

16 国有林野事業の取組　 北海道森林管理局　後志森林管理署

18 2017ミス日本みどりの女神は木のある暮らしをおしゃれに発信！

2017年　３月号　NO.120

つ く り 方

❶	 こごみの固いところを切り取り、食べやすい大きさに
切る。

❷	 エビは、殻をむき、紙タオルで水気をとり、塩とコ
ショー、酒を揉み込む。

❸	 生しいたけは２つにそぎ切りにし、葱はたて４つに
切って斜めに１㎝幅に、生姜は薄切りにする。

❹	 卵に、マヨネーズ、塩、コショーを加えて２分位ほぐす。
❺	 フライパンにサラダ油を少し入れてあたため、卵を流
して大きめの炒り卵を作ってとり出す。

❻	 同じフライパンにごま油と葱・生姜を加えて炒めて香り
を出す。その後、エビとこごみ、しいたけを加えて軽く炒
め、鳥ガラスープの素を加えてあわせる。水と酒、砂糖醤
油を加え、２分くらい煮て材料に火が通ったら、水溶き
片栗粉を加えてとろみを付ける。炒り卵は最後にとろみ
が付いたところに加える。

レシピ
とっ
ておき
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サ
ク
ラ
に
は
い
ろ
い
ろ
と
名
前
が
つ
い
て

い
て
、
い
っ
た
い
何
種
類
あ
る
の
か
よ
く

聞
か
れ
ま
す
。
実
は
日
本
の
基
本
野
生
種
は
、

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
、
オ
オ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
、
オ
オ
シ

マ
ザ
ク
ラ
、
カ
ス
ミ
ザ
ク
ラ
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
、

チ
ョ
ウ
ジ
ザ
ク
ラ
、
マ
メ
ザ
ク
ラ
、
ミ
ネ
ザ

ク
ラ
、
ミ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
９
種
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
と
は
種
よ
り
下
の
ラ
ン
ク
の
亜
種
・

変
種
や
雑
種
性
の
種
で
す
。
他
に
外
国
産
で

我
が
国
に
植
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
カ
ン

ヒ
ザ
ク
ラ
、
カ
ラ
ミ
ザ
ク
ラ
、
セ
イ
ヨ
ウ
ミ

ザ
ク
ラ
（
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
な
る
サ
ク
ラ
）
が

あ
り
ま
す
。

　

栽
培
品
種
（
以
下
、品
種
）は
野
生
の
サ
ク

ラ
か
ら
選
ば
れ
た
り
、交
配
さ
れ
た
り
し
て

で
き
て
き
た
品
種
で
４
０
０
種
類
あ
る
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
染そ
め

井い

吉よ
し

野の

」を
は
じ

め
、「
普ふ

賢げ
ん

象ぞ
う

」「
墨す
み

染ぞ
め

」「
鴛お
し

鴦ど
り

桜ざ
く
ら」な
ど
風
雅

な
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
。国
立
研
究
開
発

法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
多
摩
森
林
科
学
園

（
東
京
都
八
王
子
市
）に
は
、約
５
０
０
系
統

１
４
０
０
本
の
サ
ク
ラ
が
全
国
か
ら
集
め
ら

れ
て
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
中
に
は
「
違
う
名
前
だ
け
ど
ど

こ
が
違
う
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
そ
っ
く
り
」

だ
っ
た
り
、「
同
じ
名
前
だ
け
ど
ど
う
見
て

も
違
う
ぞ
」、
と
い
う
サ
ク
ラ
の
品
種
も
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
役
に
立
つ
の
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
を

使
っ
た
鑑
定
で
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
環
境
の
影
響

（
植
え
る
場
所
や
毎
年
の
寒
暖
な
ど
）
を
受

け
な
い
の
で
、
接
ぎ
木
や
さ
し
木
で
増
え
て

い
っ
た
も
の
が
別
の
場
所
に
植
え
ら
れ
て
も

同
じ
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
の
刑

事
ド
ラ
マ
で
髪
の
毛
一
本
か
ら
犯
人
を
見
つ

け
る
の
と
同
じ
原
理
で
す
。
ま
た
、
親
子
関

係
な
ど
も
分
か
る
の
で
、
ど
の
よ
う
な
野
生

種
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
も
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、「
染
井
吉
野
」は
ど
の
個
体
も

同
じ
遺
伝
子
型
組
成
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

江
戸
後
期
か
ら
接
ぎ
木
で
ひ
ろ
く
維
持
さ
れ

多摩森林科学園のサクラ
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サ
ク
ラ
は
日
本
人
に
最
も
愛
さ
れ
る
木
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
し
ょ
う
。

神
代
の
頃
よ
り
サ
ク
ラ
は
日
本
の
文
化
や
精
神
を
支
え
る
も
の
で
し
た
。現
代
で

も
、１
０
０
円
玉
を
は
じ
め
、着
物
、ロ
ゴ
マ
ー
ク
な
ど
身
近
な
も
の
に
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、季
節
限
定
ス
イ
ー
ツ
と
し
て
、さ
く
ら
餡
の
た
い
焼
き
や

さ
く
ら
風
味
の
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
、そ
し
て
、さ
く
ら
味
の
ド
リ
ン
ク
も
あ
り
ま
す
。

サ
ク
ラ
の
花
か
ら
と
っ
た
は
ち
み
つ
も
ま
た
絶
品
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、サ
ク
ラ
に
つ
い
て
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。サ
ク
ラ
の
こ
と
を
も
っ
と
知
っ
た
ら
、サ
ク
ラ
の
こ
と
が
も
っ

と
好
き
に
な
る
で
し
ょ
う
。



　

サ
ク
ラ
の
品
種
は
美
し
い
花
の
形
態
に
目

を
奪
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
香
り
も
素
晴
ら
し

い
品
種
が
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
ウ
メ
の
開
花
に
続
く
よ
う
に
咲

き
始
め
る
「
明
み
ょ
う
し
ょ
う
じ

正
寺
」
は
花
も
ピ
ン
ク
色
が

濃
く
、
ウ
メ
と
似
た
香
り
が
し
ま
す
。「
匂
」

と
い
う
字
が
品
種
名
に
使
わ
れ
て
い
る
サ
ク

ラ
は
、
命
名
当
時
か
ら
そ
の
香
り
が
認
知
さ

れ
、
そ
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
上
じ
ょ
う

匂に
お
い」、「
駿す
る

河が

台だ
い

匂に
お
い」な
ど
の
香
り
を
香
料

会
社
の
パ
ヒ
ュ
ー
マ
ー（
調
香
師
）は
、ば
ら

の
よ
う
な
香
り
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
フ
ロ
ー
ラ

ル
な
香
り
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
花

の
色
は
白
く
、
決
し
て
華
や
か
で
は
あ
り
ま

て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。「
染
井
吉

野
」
も
少
な
い
な
が
ら
実
を
つ
け
ま
す
が
、

日
本
で
は
実
生
で
増
や
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
実
生
で
す
と
、

「
染
井
吉
野
」と
は
違
う
親
の
体
質
も
受
け
継

ぎ
ま
す
か
ら
、「
染
井
吉
野
」が
も
つ「
ど
の
木

も
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
一
斉
に
咲
い
て
散
っ

て
い
く
」と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
可
能
性

が
高
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
日
本
人
の
美

意
識
が
許
さ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
染
井
吉
野
」は
エ
ド
ヒ
ガ
ン
を
母
親
に
、
オ

オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
を
父
親
に
し
て
生
じ
た
子
供

で
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
ヤ
マ

ザ
ク
ラ
由
来
の
遺
伝
子
も
見
つ
か
る
こ
と
か

ら
、
祖
先
の
一
部
に
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が
関
係
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ほ
か
に
も
、「
江え

戸ど

（
埼
玉
県
川
口
市
安

行
）」、「
白は
く

山ざ
ん

大お
お

手で

毬ま
り

（
京
都
植
物
園
）」

「
糸い
と

括く
く
り（
京
都
植
物
園
）」「
八や

重え

紅べ
に

虎と
ら

の
尾お

（
神
代
植
物
公
園
）」（
カ
ッ
コ
内
は
由
来
し

た
産
地
）
が
同
じ
遺
伝
子
型
を
も
ち
、
形

オオシマザクラ　伊豆半島・伊豆七島に分布。
葉の香りが良く、桜餅に使われる

「染井吉野」（全体）「染井吉野」

「明正寺」（全体）

「明正寺」

　

牧
野
富
太
郎
（
１
８
６
２
―
１
９
５
７
）

は
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
植

物
学
者
で
す
。
現
在
の
高
知
県
高
岡
郡
佐
川

町
に
生
ま
れ
、
帝
国
大
学
（
現 

東
京
大
学
）

や
東
京
帝
室
博
物
館
（
現 

東
京
国
立
博
物

館
）
な
ど
で
主
に
植
物
分
類
学
の
研
究
を
お

こ
な
い
ま
し
た
。
１
，
５
０
０
種
類
以
上
の

植
物
を
命
名
し
た
だ
け
で
は
な
く
、『
牧
野

日
本
植
物
図
鑑
』
な
ど
の
著
書
や
全
国
で
お

こ
な
っ
た
観
察
会
や
講
演
会
な
ど
を
通
し
、

せ
ん
が
、
と
て
も
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
香
り
が
す

る
の
は
「
薄う
す

毛げ

大お
お

島し
ま

」
で
す
。
香
り
の
主
要

成
分
は
リ
ナ
ロ
ー
ル
と
い
う
物
質
で
あ
る
こ

と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
サ
ク
ラ
の

品
種
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
か
を
先
ほ
ど

の
よ
う
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
か
ら
探
る
と
、
野
生

種
１
種
に
由
来
す
る
品
種
が
あ
る
一
方
で
、

異
な
る
野
生
種
が
交
雑
し
た
中
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
も
多
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
、
香
り
が
良
い
品
種
に
は
、
オ
オ
シ
マ

ザ
ク
ラ
が
関
わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う

で
す
。
天
然
の
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
の
中
に
も
、

と
て
も
よ
い
香
り
が
す
る
個
体
が
見
つ
か
る

こ
と
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
あ
ま
り
香
り
に

つ
い
て
話
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
サ
ク
ラ
で

す
が
、
実
は
、
香
り
の
印
象
も
い
ろ
い
ろ
な

品
種
が
あ
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
春
の
サ
ク

ラ
の
観
賞
は
目
で
愛
で
る
だ
け
で
な
く
、
香

り
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

態
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
種
異

名
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
品
種
は
、
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
と
カ
ス

ミ
ザ
ク
ラ
の
雑
種
に
由
来
し
て
い
ま
し
た
。
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そ
の
場
所
に
も
と
も
と
い
な
か
っ
た
生
き

物
は
外
来
種
と
呼
ば
れ
、
外
来
種
は
と
き

ど
き
元
か
ら
い
た
在
来
種
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与

東
京
の
江
北
村
の
荒
川
堤（
現 

足
立
区
）か

ら
サ
ク
ラ
の
標
本
を
東
京
帝
室
博
物
館
の
根

本
完
爾
と
一
緒
に
採
取
し
て
い
ま
す
。当
時

の
荒
川
堤
に
は
、江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
伝

統
的
な
サ
ト
ザ
ク
ラ
の
品
種
が
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
さ
れ
て
い
ま
し
た
。小
泉
や
三
好
も
荒
川

堤
で
サ
ト
ザ
ク
ラ
の
研
究
を
お
こ
な
っ
て
お

り
、サ
ク
ラ
の
研
究
拠
点
だ
っ
た
の
で
す
。そ

の
後
、河
川
改
修
な
ど
の
影
響
で
荒
川
堤
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
消
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。

た
だ
し
、牧
野
ら
の
サ
ク
ラ
の
花
の
標
本
は
、

現
在
で
も
国
立
科
学
博
物
館
に
１
８
１
点
が

保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。中
に
は
す
で
に
絶
え

て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
品
種
も
含
ま
れ

て
お
り
、た
い
へ
ん
貴
重
な
資
料
で
す
。

　

牧
野
は
さ
ら
に
サ
ク
ラ
の
植
物
画
を
ま
と

め
る
『
日
本
桜
花
図
譜
』
を
計
画
し
て
い
ま

し
た
。
１
９
２
０
年
代
に
「
染
井
吉
野
」
な

ど
３
点
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
残
念
な

が
ら
関
東
大
震
災
な
ど
の
影
響
で
中
断
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
計
画
中
に
描
か
れ

た
原
画
16
点
が
東
京
国
立
博
物
館
に
保
存

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。
牧
野
の
指
導
で
画
工
の
山
田
壽

雄
（
１
８
８
２
〜
１
９
４
１
）
が
描
い
た
も

の
で
す
。
当
時
の
植
物
画
と
し
て
は
き
わ
め

て
精
緻
に
描
か
れ
て
お
り
、
標
本
同
様
に
た

い
へ
ん
貴
重
な
資
料
で
す
。
こ
う
し
て
牧
野

が
見
た
サ
ク
ラ
は
、
現
代
に
伝
わ
る
遺
産
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

え
ま
す
。
左
頁
上
の
写
真
の
虫
は
ク
ビ
ア
カ

ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
と
言
う
外
来
種
で
、
も
と
も

と
は
中
国
や
そ
の
周
辺
に
い
ま
し
た
。
ク
ロ

ジ
ャ
コ
ウ
カ
ミ
キ
リ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
２
０
１
２
年
に
日
本
へ
の
侵
入
が

確
認
さ
れ
、
サ
ク
ラ
な
ど
の
バ
ラ
科
樹
木
を

加
害
し
て
、
大
変
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
で
は
関
東
、
東
海
、
関
西
、
四
国
の
と
び

と
び
の
場
所
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
と
て

も
大
き
く
て
、
体
の
長
さ
は
ひ
げ
を
ぬ
か
し

て
も
３
〜
４
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。

幼
虫
が
樹
の
皮
の
下
を
食
い
荒
ら
し
、
た
く

さ
ん
の
幼
虫
が
食
害
す
る
と
、
そ
の
樹
は
地

面
か
ら
水
や
栄
養
分
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
成
虫

は
６
月
初
め
か
ら
７
月
上
旬
ぐ
ら
い
に
現

れ
、
黒
い
体
に
赤
い
胸
が
遠
目
に
も
目
立
ち

ま
す
。
こ
の
成
虫
は
柑
橘
類
を
強
め
た
よ
う

な
ツ
ー
ン
と
す
る
匂
い
の
液
を
出
し
ま
す
。

　

中
国
で
は
モ
モ
類
の
果
樹
害
虫
と
し
て
知

ら
れ
て
い
て
、今
、日
本
で
は
サ
ク
ラ
、モ
モ
、

ウ
メ
な
ど
が
こ
の
虫
に
食
わ
れ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
特
に
「
染
井
吉
野
」
の
被
害
本
数

が
多
く
、
地
域
の
サ
ク
ラ
を
守
る
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
と
、
被
害
発
生
地
で
は
自

治
体
と
市
民
が
心
を
悩
ま
せ
て
い
ま
す
。
樹

の
皮
に
割
れ
の
多
い
よ
う
な
古
木
が
特
に
好

ま
れ
て
い
ま
す
。
成
虫
が
産
卵
を
し
や
す
い

た
め
で
す
。
悲
し
い
こ
と
に
、
神
社
の
ご
神

木
と
な
っ
て
い
た
大
き
な
サ
ク
ラ
や
、
お
寺

で
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
た
サ
ク
ラ
な
ど
が
昨

年
秋
、
こ
の
虫
の
被
害
に
あ
っ
て
伐
ら
れ
ま

多
く
の
人
へ
近
代
植
物
学
の
教
育
や
普
及
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、牧
野
は
「
日

本
の
植
物
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
、
現
在
で
も

多
く
の
人
に
慕
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

牧
野
が
名
付
け
た
植
物
の
中
に
は
も
ち
ろ

ん
サ
ク
ラ
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
牧
野
に
縁

が
あ
る
サ
ク
ラ
と
し
て
は
「
稚わ
か

木き

の
桜
」
と

「
仙せ
ん

台だ
い

屋や

」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
牧
野
の
故
郷
で
あ
る
高
知
に
あ
っ
た

も
の
で
、
現
在
で
は
植
物
園
な
ど
で
広
く
栽

培
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
牧
野
に
し
て
は

命
名
し
た
サ
ク
ラ
が
少
な
い
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
実
は
、
牧
野
も
サ
ク
ラ
に
は
大
き
な
興

味
を
も
ち
、
分
類
の
研
究
を
進
め
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
大
学
の
小
泉
源
一
や

三
好
学
な
ど
の
研
究
が
先
に
発
表
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
牧
野
の
サ
ク
ラ
の
研
究
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

牧
野
は
、１
９
１
３
年
と
１
９
１
５
年
に

高知県立牧野植物園の「仙台屋」

牧野らが荒川堤
から採取した「牡
丹」の標本

（国立科学博物館 
所蔵）

牧野富太郎博士
（1937 年４月６日
真鶴にて）
写真提供：
練馬区立牧野記念
庭園記念館
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サ
ク
ラ
が
か
か
る
病
気
の
１
つ
に
て
ん
ぐ

巣
病
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
か
び
・
き
の
こ

の
仲
間
の
病
原
菌
が
感
染
す
る
こ
と
で
引
き

起
こ
さ
れ
る
病
気
で
す
。
こ
の
病
気
に
な
る

と
、
病
原
菌
が
植
物
ホ
ル
モ
ン
を
操
り
、
細

い
ほ
う
き
状
の
枝
ば
か
り
に
な
り
、
花
は
付

け
ず
、
小
さ
な
葉
ば
か
り
と
な
り
ま
す
。
病

気
に
感
染
し
た
と
こ
ろ
は
緑
の
葉
が
周
り
と

比
べ
て
塊
状
に
茂
る
た
め
、
こ
れ
を
て
ん
ぐ

し
た
。
今
の
技
術
で
は
樹
を
生
か
し
た
ま
ま

中
の
虫
だ
け
を
退
治
す
る
こ
と
は
難
し
い
の

で
、
伐
っ
て
処
分
す
る
し
か
対
応
方
法
が
な

い
の
で
す
。

　

日
本
以
外
で
は
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
な
ど

へ
も
侵
入
し
て
い
て
、
イ
タ
リ
ア
中
西
部
で

は
深
刻
な
被
害
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
幼

虫
が
人
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
生
活
し

て
、
蛹
に
な
る
と
き
は
樹
の
内
側
深
く
に
潜

り
込
む
た
め
、
樹
が
運
ば
れ
る
の
と
一
緒
に

物
流
に
乗
っ
て
遠
く
ま
で
移
動
し
や
す
い
の

で
し
ょ
う
。
こ
の
虫
の
日
本
へ
の
侵
入
が
確

認
さ
れ
て
か
ら
今
年
で
５
年
、
こ
の
ま
ま
手

を
こ
ま
ね
い
て
い
て
は
被
害
が
ど
ん
ど
ん
広

が
っ
て
し
ま
う
と
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。
森

林
総
合
研
究
所
と
し
て
も
こ
の
問
題
は
放
っ

て
お
け
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
駆
除
が
で
き

る
か
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
、
こ
れ
か
ら
更

に
力
を
入
れ
て
研
究
開
発
を
進
め
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

の
巣
に
見
立
て
ま
し
た
。
こ
の
病
気
の
治
療

に
は
、
患
部
を
切
り
落
と
し
て
焼
却
処
分
す

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。「
染
井
吉
野
」
で
は
、

親
種
は
こ
の
病
気
に
か
か
り
に
く
い
の
に
、

そ
の
子
の「
染
井
吉
野
」は
た
ま
た
ま
感
染
し

や
す
い
体
質
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、

被
害
を
受
け
や
す
い
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

被
害
を
受
け
や
す
い
系
統
の
サ
ク
ラ
ば
か
り

を
植
え
な
い
な
ど
の
工
夫
が
必
要
で
す
。

　

も
う
１
つ
の
病
気
は
サ
ク
ラ
類
幼
果
菌
核

病
で
、
て
ん
ぐ
巣
病
と
は
違
う
種
類
の
菌
の

感
染
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
。
こ
の

菌
が
サ
ク
ラ
の
花
に
つ
く
と
、
若
い
果
実
上

で
感
染
を
広
げ
、
褐
変
さ
せ
て
未
熟
な
ま
ま

地
面
に
落
下
し
ま
す
。
こ
こ
で
子
の
う
胞
子

を
作
り
、
こ
れ
が
春
に
飛
散
し
て
サ
ク
ラ
の

若
葉
に
と
り
つ
き
感
染
し
て
、
葉
を
枯
ら
す

と
と
も
に
、
分
生
子
を
作
っ
て
ま
た
広
が
っ

て
い
き
ま
す
。
サ
ク
ラ
の
種
類
に
よ
っ
て
被

害
の
程
度
が
大
き
く
違
い
ま
す
。
カ
ン
ヒ
ザ

ク
ラ
・
カ
ラ
ミ
ザ
ク
ラ
・
マ
メ
ザ
ク
ラ
の
血

を
引
く
品
種
は
激
害
を
起
こ
し
や
す
い
の
で

要
注
意
で
す
。

　

さ
ら
に
興
味
の
あ
る
方
は
森
林
総
合
研

究
所
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
サ
ク
ラ
の
研
究
成
果

http://w
w

w
.ffpri.affrc.go.jp/pubs/

chukiseika/3rd-chuukiseika5.htm
l

を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

　

本
稿
は
森
林
総
合
研
究
所　

河
原
孝
行
・

吉
丸
博
志
・
松
本
麻
子
・
勝
木
俊
雄
・
加
賀
谷

悦
子
・
長
谷
川
絵
里
が
執
筆
し
ま
し
た
。

クビアカツヤカミキリの雄成虫食害されたサクラの材クビアカツヤカミキリが食害すると食べかす（フ
ラス）が発生。これを見つけたら要注意

てんぐ巣病（矢印部分）サクラ類幼果菌核病（褐変した幼果）サクラ類幼果菌核病（激害を受けた新葉）

7 2017.3 No.120   林野



スギ花粉症 ～花粉発生源対策～Topics

　国民の３割が罹患しているとも言われるスギ花粉症。国では、関係省庁が連携して、原因の解明や治療法等の研究
の推進、情報提供などを行っています。林野庁では、花粉発生源を断ち切る「３本の“斧”」、①スギ人工林の伐採と生産
される木材の利用の促進や、②伐採後の花粉を出しにくいスギや他樹種への植え替え、③花粉の発生を抑え飛散を防
止する技術の実用化の三つの取組を、各都道府県や研究機関などと協力して進めています。また、近年では、民間にお
いても独自の取組が行われています。

　材質が良く国内に広く分布するスギは、古くから住宅や生活用具など私達の生活に幅広く利用されており、我が国
の林業に不可欠な樹木の一つです。戦後、木材需給のひっ迫や荒廃した山地の復旧の必要性に応じて、盛んに植えら
れたスギなどの人工林の多くが、現在では木材利用に適した大きさに成長しています。我が国が有する数少ない持続
可能な資源である木材を循環利用するためには、成熟した人工林を伐採・利用し、花粉の出にくい苗木等を植えるな
どして再び森林に育てていくことが重要です。このサイクルをしっかり続けていくことが、花粉の出にくい森林への
転換を進めることにもなります。

花粉発生源対策「３本の“斧”」

住宅メーカーによる「花粉の少ない森林づくり」

　タマホーム株式会社では、2016年から花粉の少ない森
林づくりを支援する取組を始めています。同年10月には大
分県及び大分県森林再生機構と、11月には宮崎県及び宮崎
県森林組合連合会と協定を結び、今後、スギ林を伐って再
び植えるときに花粉の少ないスギ苗木への植え替えを推
進していきます。

花粉を大量に飛散させるスギ人工林の伐採を進めます。また、
伐採されたスギについては、住宅に加えて、商業施設や公共建
築物の木造化等に利用し、資源として活かしていきます。

「伐って利用します」

花粉を大量に飛散させるスギ人工林を伐採・利用します。

花粉発生源のスギの伐採、スギ材の利用拡大

第１の“斧”

「出させません」

花粉飛散防止剤により雄
花が枯れたスギ

スギ花粉の発生を抑える
技術の実用化を図ります。

スギ花粉の飛散防止剤の開
発・普及等、スギ花粉の発生を
抑え飛散させない技術の実用
化を図ります。

第３の“斧”「植え替えます」

少花粉スギ苗木等の生産体
制を増強

花粉の少ない苗木等による植替
えや広葉樹の導入を進めます。

花粉症対策苗木の生産増大に最優
先で取り組み、スギの伐採跡地へ
の植栽を促進します。また、条件不
利地においては、伐採後の広葉樹
の導入等を進めます。

第２の“斧”
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中
部
森
林
管
理
局
の
災
害
へ
の
取
組
が

人
事
院
総
裁
賞
を
受
賞
し
ま
し
た

Topics

　林野庁中部森林管理局計画保全部治山課と、木曽森林管理署及び南木曽支署が、
平成26年７月の長野県南木曽町梨

な し ざ わ

子沢での土石流災害、同年９月の御嶽山の火
山災害に際して、二次災害の防止や地域の方々の安全・安心の確保に貢献したとし
て、平成28年度の人事院総裁賞※を受賞しました。

　

梨
子
沢
で
は
、道
路
も
な
く
、土
石
が
不
安
定
な
状

態
で
渓
流
に
残
る
急
峻
な
現
場
に
お
い
て
、職
員
等
延

べ
60
名
が
２
日
間
か
け
て
踏
査
し
、最
上
流
部
の
国
有

林
に
新
た
に
発
生
し
た
大
き
な
崩
壊
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
ま
し
た
。早
期
に
状
況
を
把
握
で
き
た
こ
と

で
、被
害
の
拡
大
を
心
配
す
る
住
民
の
方
々
に
安
心
い

た
だ
く
と
と
も
に
、そ
の
後
の
迅
速
な
復
旧
対
策
へ
と

つ
な
が
り
ま
し
た
。工
事
中
も
、地
域
の
方
々
や
関
係

者
を
対
象
に
現
地
説
明
会
を
開
き
、安
全
・
安
心
の
確

保
に
努
め
ま
し
た
。

　

御
獄
山
で
は
、山
頂
付
近
に
堆
積
し
た
火
山
灰
な
ど

が
、そ
の
後
の
降
雨
に
よ
っ
て
土
石
流
と
な
り
流
下
す

る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
、発
生
を
察
知

す
る
た
め
の
セ
ン
サ
ー
や
監
視
カ
メ
ラ
、雨
量
計
を
設

置
し
、土
石
流
発
生
時
に
は
関
係
機
関
に
瞬
時
に
通
報

す
る
と
と
も
に
、地
域
の
方
々
へ
も
サ
イ
レ
ン
や
赤
色

灯
等
で
知
ら
せ
る
仕
組
み
を
構
築
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、新
た
な
土
砂
災
害
を
抑
制
す
る
た
め
、既
設

の
治
山
ダ
ム
は
通
常
、土
石
を
溜
め
た
状
態
で
す
が
、

土
石
流
に
よ
っ
て
押
し
寄
せ
る
新
た
な
土
砂
を
受
け

止
め
る
た
め
、治
山
ダ
ム
の
機
能
は
維
持
し
つ
つ
緊
急

的
に
既
設
ダ
ム
内
の
排
土
を
行
い
ま
し
た
。

　

小
規
模
な
噴
火
が
続
く
中
で
の
作
業
で
し
た
が
、こ

れ
ら
の
対
策
に
よ
っ
て
、数
日
後
の
台
風
に
よ
っ
て
発

生
し
た
土
石
流
を
治
山
ダ
ム
群
に
よ
り
減
勢
し
、下
流

域
の
被
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

毎
年
全
国
で
多
く
の
自
然
災
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
災
害
で
被
災
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞

い
申
し
上
げ
ま
す
。今
回
の
受
賞
を
機
に
、林
野
庁
お
よ

び
全
国
の
森
林
管
理
局
署
等
で
は
、今
後
も
迅
速
で
適
切

な
対
応
が
取
れ
る
体
制
を
整
え
、国
民
の
皆
様
の
安
全
・

安
心
な
暮
ら
し
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

※人事院総裁賞は、国民全体の奉仕者という強い自覚の下に国家公務員としての職務に精励し、国民の公務に対する信頼を
　高めることに寄与した職員や職域グループの功績を顕彰するものです。
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１
．
長
浜
市
の
森
林

　

伊
吹
山
系
の
山
々
と
琵
琶
湖
が
広
が
る
長

浜
市
に
は
、
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
豊
か

な
天
然
林
と
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
を
中
心
と
し
た

人
工
林
が
広
が
り
、
琵
琶
湖
の
水
を
は
ぐ
く

む
と
と
も
に
、
自
然
災
害
を
抑
制
し
、
木
材

と
し
て
利
用
す
る
な
ど
、
市
民
に
多
く
の
恵

み
を
与
え
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
こ
の
よ
う

な
森
林
の
多
面
的
機
能
が
持
続
的
に
発
揮
さ

れ
る
よ
う
に
『
守
り
・
育
て
・
活
か
す
』
緑

豊
か
な
森
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
人
工
林
の
う
ち
、
現
在
、
手
入
れ

が
必
要
な
森
林
は
、約
６
，８
７
０
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
木
材
等
と
し
て
利
用
が
可
能
な
森
林
は
、

約
５
，６
２
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
施
業
の
集
約
化
の

　
　
推
進
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て

　

長
浜
市
で
も
、
戦
後
に
造
林
し
た
人
工
林

が
利
用
で
き
る
時
期
を
迎
え
て
お
り
、
こ
れ

ま
で
の
保
育
作
業
中
心
の
施
業
か
ら
、
伐
採
・

搬
出
・
利
用
の
段
階
に
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
。

持
続
的
に
森
林
資
源
を
活
用
し
て
ゆ
く
た
め

に
は
、
木
材
の
生
産
力
を
高
め
作
業
経
費
を

縮
減
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
境
界
や
所

有
者
の
不
明
な
森
林
が
増
加
し
、
必
要
な
施

業
を
進
め
る
上
で
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
た
め
市
で
は
、
滋
賀
県
や
森
林

組
合
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
境
界
の
明
確

化
や
施
業
の
集
約
化
を
一
体
的
に
進
め
て
い

ま
す
。

　

施
業
集
約
化
の
た
め
に
は
、
多
く
の
森
林

所
有
者
と
の
調
整
が
必
要
で
す
が
、
現
場
の

作
業
を
担
当
す
る
森
林
組
合
が
個
々
の
森
林

所
有
者
の
理
解
と
協
力
を
取
り
付
け
る
こ
と

は
、
多
く
の
困
難
を
伴
い
ま
す
。
集
約
化
や

そ
の
後
の
施
業
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
た
め

に
も
、
地
域
の
自
治
会
に
旗
振
り
役
と
な
っ

て
も
ら
う
た
め
、
市
も
協
力
し
て
、
自
治
会

役
員
に
集
約
化
や
森
林
整
備
の
必
要
性
を
説

施業集約化推進体制

【別表１】施業集約化のための市単独の支援制度

長浜市

森林組合

森林境界や所有者特
定のための連携

施業集約化・施業提案
施業の依頼森林経営や施業技術

等の指導・助言

行政分野で
の連携

事業実施
時の連携

森
林
境
界
・
施
業
地
の

連
絡
調
整

自治会等

県（フォレスター） 森林所有者

地権者説明会集約化施業地での説明
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補助
事業名

補助
対象者 補助対象経費 補助金額

森林境界
明確化

支援事業

森林
組合等

GPS を 用 い た
測量等に要す
る経費

事業費に 2 分の 1 を乗
じて得た額と事業対
象面積に１ha あたり 
21,000 円を乗じて得
た額のいずれか小さ
い額

森林境界
明確化

推進事業

自治会
等

地権者の把握及
び意向取りま
とめ並びに森
林境界の明示に
要する経費

１地区あたり 
50,000 円（限度額）

市
単
独
事
業
で
施
業
集
約
化
を

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
！〜滋

賀
県
長
浜
市
〜

２
． 長浜市

滋賀県

面積 68,102ha
　森林面積 37,208ha
　うち私有林 26,328ha
　私有林率        71%



明
し
、
実
際
に
集
約
化
さ
れ
た
事
業
現
場
を

案
内
す
る
な
ど
、
自
治
会
内
の
機
運
を
高
め

る
取
組
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
森
林
組
合
が
実
施
す
る
測
量
や
、

自
治
会
が
行
う
森
林
所
有
者
と
の
各
種
調
整

に
要
す
る
経
費
の
負
担
も
課
題
で
し
た
。
そ

こ
で
、
市
単
独
の
支
援
制
度
を
平
成
24
年
度

に
創
設
し
、
森
林
組
合
や
施
業
の
集
約
化
に

向
け
て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
自
治
会

等
に
対
し
て
必
要
な
支
援
（
別
表
１
）
を
し

て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
平
成
27
年
度
か
ら
は
、
土
地
所

有
者
・
境
界
に
関
す
る
調
査
や
地
図
（
合

成
公
図
）
作
成
な
ど
に
つ
い
て
幅
広
い
知
見

を
有
す
る
土
地
家
屋
調
査
士
な
ど
に
委
託
し

て
、
県
内
で
も
い
ち
早
く
森
林
所
有
者
調

査
（
別
表
２
）
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
調
査

に
よ
り
得
ら
れ
た
森
林
所
有
者
に
関
す
る
情

報
は
、
市
の
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問

し
、
外
部
提
供
の
承
認
を
受
け
た
上
で
、
森

林
組
合
に
も
共
有
し
て
い
ま
す
。
市
の
担
当

者
は
「
こ
れ
ま
で
も
課
題
と
な
っ
て
い
な
が

ら
、
な
か
な
か
手
を
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
事

業
。
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
だ
が
、
事
業

実
施
に
至
っ
た
場
所
も
あ
り
、
手
応
え
を
感

じ
て
い
る
」
と
話
し
ま
す
。

　
　
な
が
は
ま

　
　
森
林
マ
ッ
チ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　

市
で
は
、
一
次
産
業
の
低
迷
や
急
速
な
人

口
減
少
に
よ
り
、
地
域
の
活
力
が
著
し
く
低

迷
す
る
山
村
に
お
い
て
、「
次
世
代
の
働
く

場
と
定
住
で
き
る
環
境
づ
く
り
」
を
進
め
る

た
め
、
豊
か
な
森
林
資
源
や
多
様
な
地
域
資

源
と
、
都
市
側
の
ニ
ー
ズ
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

で
つ
な
ぎ
、
新
た
な
交
流
や
移
住
・
定
住
、

就
業
の
促
進
等
を
支
援
す
る
「
な
が
は
ま
森

林
マ
ッ
チ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
」
を
平
成
28
年
10

月
に
開
設
し
ま
し
た
。

　

開
設
以
降
、
同
セ
ン
タ
ー
に
は
、
木
の
伐

り
方
、
山
の
手
入
れ
の
方
法
の
ほ
か
、
炭
焼

き
の
方
法
や
薪
の
入
手
方
法
、
子
ど
も
達
を

山
で
遊
ば
せ
る
の
に
適
し
た
場
所
な
ど
に
つ

い
て
の
問
い
合
わ
せ
の
ほ
か
、
移
住
に
関
す

る
も
の
ま
で
様
々
な
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
森
林
を
利
用
し
た
い
人
と
利

用
し
て
ほ
し
い
人
と
の
橋
渡
し
を
進
め
る
た

め
、
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
を
通
じ
て
山
の
魅
力

を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
や
、
山
村
で
の
就
労

体
験
、
人
材
育
成
な
ど
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
取
組
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
森
林
資
源
の
活
用
を
担
う
意
欲

あ
る
人
材
や
、
起
業
を
目
指
す
人
材
の
発
掘

な
ど
、
同
セ
ン
タ
ー
が
中
山
間
地
域
の
振
興

の
拠
点
と
な
る
よ
う
事
業
を
進
め
る
予
定
で

す
。

　森林所有者の特定困難、境界の不明といった森林を取り巻く
大きな課題がある中、積極的に森林づくりに取り組む市町村が
あります。このような「がんばる市町村」を応援し、この取組
を広げるため、今月号から、市町村の様々な取組を毎月紹介し
ていきます。

長浜市個人情報保護審査会

諮問
森林所有者の氏名等の
個人情報の森林組合へ
の外部提供について
答申
事業の公益性等により
外部提供を承認

諮問

長浜市

森林所有者
・所有している山の場所等がわかる
・境界が明確になる
・次の世代に情報が引き継げる
・所有する山が適正に管理できる

森林組合

働きかけ

所有する山が
わかったので、
事業に協力しよう

情
報
提
供

情
報
提
供
依
頼

答申

施業集約化に向けた森林所有者情報の共有のしくみ
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３
．

ながはま森林マッチングセンターのしくみ

事業名称 事業内容
集約化施業
所有者調査事業

集約化施業の対象地
における森林所有者
を公図及び登記簿に
基づき調査し、地図

（合成公図）を作成す
るもの

【別表２】森林所有者調査に係る
　　　　  市単独事業

山を所有したい
山村で暮らしたい
山で仕事がしたい

森林に関心のある都市部の人
と山の所有者などをつなげる

▲チェーンソーを使って伐採 ▲ガイドの案内で散策

森林の放置
人口減少
林業家の減少

都市部のニーズ

■山村都市マッチング事業

山村での仕事を実際
に体験してもらい、
林業への関心を抱い
てもらう

■就労実践事業

山村でのハイキングなどを
企画し、山に関心を持って
もらう

■魅力発掘交流事業

山村地域の課題
ながはま

森林マッチングセンター



平成29年全国山火事予防運動Topics

春
は
山
火
事
に
ご
用
心

　

山
火
事
は
例
年
春
先
に
集
中
し
て
発
生
し
て
い
ま
す
。
空
気
が
乾

燥
し
、
森
林
内
の
落
葉
が
燃
え
や
す
い
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
強
風

等
に
よ
り
山
火
事
発
生
の
危
険
性
が
非
常
に
高
い
時
期
と
な
り
ま
す
。

特
に
こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、
山
菜
採
り
等
で
山
に
入
る
人
も
増
え
る

こ
と
か
ら
、
た
ば
こ
の
火
の
不
始
末
な
ど
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　

山
火
事
は
い
っ
た
ん
発
生
す
る
と
、
消
火
は
容
易
で
は
な
く
、
ま

た
、
長
い
年
月
を
か
け
て
育
て
た
貴
重
な
森
林
を
一
瞬
に
し
て
失
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
空
気
が
乾
燥
し
て
い
る
日
や
風
の
強
い
日
に
は
、

た
き
火
や
火
入
れ
を
や
め
る
な
ど
、
特
に
火
の
取
り
扱
い
に
注
意
が

必
要
で
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
火
の
用
心
を
心
が
け
、
日
本
の
素
晴
ら
し
い
森
林

を
守
り
、
後
世
に
引
き
継
い
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　林野庁では、３月１日～７日を中心として「全国山火事予防運動」を実施し、「火の用心　森から
聞こえる　ありがとう」を統一標語として、全国で山火事予防意識の高揚を図る運動や、森林パト
ロール等を実施してまいります。

　今年のポスターには、愛知県一宮市立木曽川中学校３年
生の野原舜一朗さんの作品が、標語には山梨県私立富士学
苑中学校２年生の西岡笑歩さんの作品が選ばれました。

年間の５割以上が３〜５月に発生し、特に 5月には 258 件もの発
生がありました。

林野火災の月別発生件数（平成 27年）

（件）
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森
林
保
険
制
度
は
、
火

災
を
は
じ
め
と
し
た
森
林

の
損
害
に
対
し
て
保
険
金

を
お
支
払
い
し
、
林
業
経

営
の
安
定
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
制
度
で
す
。

　

山
火
事
が
発
生
す
る
と
、

一
瞬
に
し
て
広
大
な
面
積

の
森
林
を
焼
失
し
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
平

成
26
年
４
月
に
群
馬
県
内
で
発
生
し
た
林
野
火
災
（
写

真
）
で
は
、
１
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
森
林
が

焼
失
し
ま
し
た
が
、
森
林
保
険
に
加
入
し
て
い
た
た

め
保
険
金
が
支
払
わ
れ
ま
し
た
。「
火
の
用
心
」
の
備

え
の
一
つ
と
し
て
、
森
林
保
険
の
加
入
も
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
火
災
だ
け
で
な
く
、
森
林
保
険
は
気
象
災
・

噴
火
災
も
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。
平
成
27
年
度
に
お

い
て
は
、
風
害
や
雪
害
な
ど
の
気
象
災
害
を
中
心
に

約
６
億
円
の
保
険
金
が
支
払
わ
れ
て
い
ま
す
。
台
風

な
ど
へ
の
備
え
と
し
て
も
森
林
保
険
は
有
効
で
す
。

　

春
先
に
多
く
発
生
す
る
山
火
事
の
予
防
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
万
が
一
の
森
林
被
害
へ
の
備
え
に
つ
い

て
見
直
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

◆
森
林
保
険
の
お
問
合
せ
◆

　
　

お
近
く
の
森
林
組
合
、
森
林
組
合
連
合
会
、

　
　

ま
た
は
森
林
保
険
セ
ン
タ
ー
へ

　
　
　

森
林
総
合
研
究
所　

森
林
保
険
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
０
４
４
ー
３
８
２
ー
３
５
０
０

山
火
事
や
自
然
災
害
に
備
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　

～
森
林
保
険
制
度
～

林野庁からのお願い
１．枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと。
２．たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること。
３．強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。
４．火入れを行う際、許可を必ず受けること。
５．たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てないこと。
６．火遊びはしないこと。

過去５ヶ年平均で年間約 1,600 件発生し、焼損面積は
約１千ヘクタール、損害額は約６億円となっています。

資料：消防庁統計資料に基づいて作成

区分／年次 H23 H24 H25 H26 H27
平均

（H23
〜 H27）

出火件数（件） 2,093 1,178 2,020 1,494 1,106 1,578

焼損面積（ha） 2,071 372 971 1,062 538 1,003

損害額（百万円） 1,017 190 233 1,369 255 613

近年の林野火災の発生状況

出火原因別発生件数（平成23〜 27年の平均）

過去５年間では、たき火が１位で全体の約３割を占め、
次いで火入れ、放火（疑いを含む）の順となっています。

その他
546件（34.6％）

火あそび
58件（3.7％）

たばこ
104件（6.6％）

放火
（疑いを含む）
162件（10.3％）

たき火
467件（29.6％）

火入れ
240件（15.2％）

山火事防止のシンボルマーク
「まといリス	」
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森
林
の
仕
事
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、「
緑
の
雇
用
」

現
場
技
能
者
育
成
推
進
事
業
の
実
施
主
体
で
あ

る
全
国
森
林
組
合
連
合
会
が
、
新
た
な
林
業
の

担
い
手
の
確
保
・
育
成
の
取
組
と
し
て
行
っ
て

い
る
就
業
相
談
会
。「
緑
の
雇
用
」
事
業
を
通

し
て
、
平
成
15
年
度
か
ら
平
成
27
年
ま
で
の
13

年
間
に
約
１
万
６
千
人
が
新
た
に
林
業
に
就
業

し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋
の
３
都
市
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
場
で
は
、
各
地
の
林
業
に
関
す
る
情
報
や

林
業
作
業
の
内
容
や
就
業
ま
で
の
流
れ
に
つ
い

て
の
説
明
や
相
談
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
の
協
力
に
よ
っ
て
幅
広
い
就
業
情
報
の

提
供
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

森
も り

林の仕事
ガイダンス2017

Topics

　２月４日（土）、東京国際フォーラムで森林・林業に関
心を持つ人を対象とした林業の仕事内容、生活・暮ら
しなどを紹介する就業相談会「森林の仕事ガイダンス
2017」が開催されました。

森
林
の
仕
事
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ど
に
参
加

　
　
　

林
業
に
関
す
る
情
報
収
集
と
、

　
　
　

研
修
、
就
業
へ
の
相
談
を
す
る
。

「
緑
の
雇
用
」
研
修

　

林
業
の
技
術
・
技
能
を
習
得
す
る
た
め
の

　

実
務
を
就
業
先
で
研
修

　
「
緑
の
雇
用
」
現
場
技
能
者
育
成
推
進
事
業
（
林
野
庁
）

林
業
就
業
希
望
者

地
域
に
定
着
し
て
林
業
に
従
事

森
林
組
合
、
民
間
の
林
業
会
社
な
ど
に
就
業

就
職
活
動
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー

林業就業支援講習
林業就業の基礎的知識、実地講
習などの講習会（20日間程度）
林業就業支援事業（厚生労働省）

林業ボランティア活動
アルバイト経験

Step１Step２Step３
林
業
へ
就
業
す
る
ま
で
の
道
の
り
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■緑の研修生交流ブース
　「緑の雇用」事業の研修生たちが、
林業への就業やその後の生活などの
質問に、実体験を基に答えました。

【参加者の声・25 歳男性】
　最初は林業に対して大変そうなイメー
ジを持っていましたが、自分と同じ年齢
の研修生が毎日楽しく働いていると聞き、
林業への興味が深まりました。

■都道府県相談ブース
　各都道府県の担当者が、各地域の
林業の特色や求人情報の提供、移住
に関する相談に応じました。

【参加者の声・28 歳男性】
　現在、林業は経済的に厳しいといわれ
ていますが、将来のビジョンなどの話を
聞くことができ、自分が林業の世界で何
をしたいかを考える良いきっかけになり
ました。

■ステージイベント
　「緑の研修生トークショー」
　トークショーでは、実際に現場で
働く研修生が仕事の内容や生活・暮
らしについて語りました。

【参加者の声・25 歳女性】
　林業は男性のイメージがありましたが、
女性もいきいきと働ける仕事だと知り、
挑戦する勇気が持てました。

■全国森林組合連合会相談ブース
　林業の基礎から林業に就業するため
の方法、就業後の仕事内容など、林業
に関する総合的な相談が行われました。

【参加者の声・17 歳女性】
　森林関係の大学に進学し、その後の就
職先に林業を視野に入れたいと思い、今
回相談に来ました。各地で木の種類や活
用の仕方、課題が異なるということを知
り、さらに森林への興味がわきました。

■緑の研修生
大西さん「温かい人に囲まれ、四季の変化を感じながら作業する毎日は、
とても充実しています。話だけでは伝わらないこともあるので、山に来
て自分の目で作業を見てください。」
瀬野さん「機械での作業は難しいですが、先輩が丁寧に教えてくれるの
で必ずできるようになります。興味を持っているなら、勇気を出して林
業の世界に飛び込んでください。」
土田さん「技術を習得するのは時間がかかりますが、奥が深くやりがい
も大きいのが林業。今は機械化も進み、性別関係なく働けるので、ぜひ
女性の方も挑戦してほしいです。」緑の研修生の大西 紗椰さん（左）、

瀬野 航さん（中央）、土田 瑞恵さん（右）

主催者から

全国森林組合連合会	
担い手・雇用対策部

部長	菊
きくち

地	英
ひであき

晃さん

　今回、東京会場は
1,108 人、大阪会場

は 593 人、名古屋会場は 256 人か
ら相談がありました。
　毎年、このガイダンスには、学生
の方や林業への転職を検討している
方、定年後の第二の仕事に林業を検
討している方が多く来場されますが、
今年は例年にも増して年齢層が若く、
女性の方が多いと感じました。
　また、最近では事前にチェーン
ソーや刈り払い機の講習を受講した
資格取得者や各県の林業大学校の学
生も増えています。現在、林業にお
ける従事者数は 50,000 人ほどで下
げ止まりといわれていますが、この
ように林業を本気で目指す方が増え
ていることを嬉しく感じます。
　このガイダンスでは、できるだけ
現場の生の声を聞いて林業に対する
理解を深めてほしいという思いから、
実際に現場で働く緑の研修生との交
流ブースやトークショーを設けてい
ます。
　ぜひ、こうしたガイダンスを通じ
て、若い方をはじめとする多くの方
に林業の魅力を知っていただき、就
業を考えるきっかけにしていただけ
ればと思います。

森林の仕事ガイダンスおよび緑の雇用についての詳細は、
「緑の雇用」ウェブサイトRINGYOU.NETをご覧ください。
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高
性
能
林
業
機
械
の
効
率
的
な
利
用
に
よ
る

低
コ
ス
ト
作
業
シ
ス
テ
ム
構
築
の
取
組

〜
地
域
林
業
の
成
長
産
業
化
に
向
け
て
〜

署の基礎
データ

管内概要
　後

しりべし

志森林管理署は、北海道の南西部に位置す
る後

しりべし

志胆
い ぶ り

振流域を管轄区域とし、3 市 10 町 4
村に広がる約 13 万ヘクタールの国有林を管理
経営しています。
  管内の国有林には、道内有数の観光地となっ
ている「支

し こ つ

笏洞
と う や

爺国立公園」、「ニセコ積
しゃこたん

丹小樽海
岸国定公園」などがあり、第一級の森林・自然景
観を有するとともに、自生するブナ林の北限と
して天然記念物に指定されている「歌

うたさい

才ブナ林」
や、パウダースノーとして世界的にも有名なニ
セコのスキー場があります。なお、ニセコのス
キー場６つのうち２つが国有林内にあり、毎年多くの外国人観光客が訪れています。
　また、森林の公益的機能の維持増進を図りつつ、レクリエーション利用を進めるため、植
生回復や森林環境教育等にも積極的に取り組んでいます。

所 在 地 北海道虻田郡倶知安町北二条東二丁目
区 域 面 積  440,343ha
う ち 森 林 面 積  323,292ha
国 有 林 129,104ha

管轄区の関係市町村 ３市 10 町４村、登別市、伊達市、倶知安町、
共和町、黒松内町、島牧村ほか

北
海
道
森
林
管
理
局　

後
志
森
林
管
理
署

取 組
国有林野事業の

取 組
国有林野事業の

1

簡
易
な

工
程
管
理
シ
ス
テ
ム
の
作
成

　

儲
か
る
林
業
を
目
指
し
、
林
業
の
成
長
産

業
化
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
生
産
性

を
向
上
さ
せ
、
生
産
コ
ス
ト
を
抑
え
る
こ
と

が
不
可
欠
で
す
。

　

後し
り
べ
し志
署
管
内
に
お
け
る
間
伐
作
業
の
伐

採
・
搬
出
に
お
い
て
は
、「
ハ
ー
ベ
ス
タ
」、「
プ

ロ
セ
ッ
サ
」、「
グ
ラ
ッ
プ
ル
」、「
フ
ォ
ワ
ー

ダ
」
等
の
高
性
能
林
業
機
械
が
導
入
さ
れ
、

列
状
間
伐
に
よ
る
搬
出
が
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
林
業
事
業
体
で
、

こ
れ
ら
の
高
性
能
林
業
機
械
を
効
率
的
に
活

用
し
き
れ
て
お
ら
ず
、
経
費
も
か
か
り
増
し

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
林
業
事
業
体
が
自
ら
の
作
業

別
に
工
程
管
理
を
行
い
、
一
人
一
日
当
た
り

の
生
産
性
や
㎥
当
た
り
の
生
産
コ
ス
ト
に
対

す
る
意
識
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
だ

ニセコのスキー場

後志
森林管理署

札幌市

北海道
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と
考
え
、
簡
易
な
「
工
程
管
理
シ
ス
テ
ム
」

を
作
成
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

作
業
シ
ス
テ
ム
を
コ
ス
ト
面
か
ら
分
析
す

る
ツ
ー
ル
と
し
て
は
、
既
に
全
国
提
案
型
施

業
定
着
化
促
進
部
会
に
よ
る
「
間
伐
生
産
性
・

コ
ス
ト
分
析
シ
ー
ト
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

シ
ス
テ
ム
は
、
現
場
技
術
者
数
や
保
有
機
械

数
等
を
も
と
に
事
業
体
が
収
益
を
上
げ
る
た

め
に
必
要
な
年
間
事
業
量
や
目
標
と
す
る
コ

ス
ト
・
生
産
性
を
算
出
し
、
実
際
の
施
業
結

果
と
比
較
し
作
業
シ
ス
テ
ム
を
検
証
す
る
も

の
で
す
。
し
か
し
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、

間
接
事
業
費
や
外
注
費
な
ど
も
入
力
す
る
必

要
が
あ
り
煩
雑
な
こ
と
か
ら
、
後
志
地
域
の

林
業
事
業
体
で
の
活
用
は
進
ん
で
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
本
工
程
管
理
シ
ス
テ
ム
の
作

成
に
当
た
っ
て
は
、
事
務
処
理
の
負
担
を
招

か
ず
、
事
業
体
ご
と
に
様
式
の
異
な
る
作
業

日
報
か
ら
で
も
入
力
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
、

「
作
業
種
」、「
使
用
機
械
」、「
作
業
時
間
」、「
生

産
量
」
と
い
っ
た
各
事
業
体
共
通
の
因
子
に

的
を
絞
る
と
と
も
に
、
事
業
費
の
入
力
に
つ

い
て
も
「
人
件
費
」、「
燃
料
費
」
等
の
直
接

事
業
費
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
ま
た
、
ソ
フ
ト
は
一
般
的
な
「
マ
イ
ク

ロ
ソ
フ
ト
エ
ク
セ
ル
」
を
使
用
し
、
誰
で
も

簡
単
に
工
程
分
析
が
行
え
る
よ
う
配
慮
し
ま

4

し
た
。

　

必
要
な
項
目
を
す
べ
て
入
力
す
る
と
「
功

程
分
析
表
」
が
作
成
さ
れ
、
㎥
当
た
り
の
生

産
コ
ス
ト
、
森
林
作
業
道
１
ｍ
当
た
り
単
価

が
わ
か
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
功
程
分
析
表
参
照
）

シ
ス
テ
ム
普
及
に
向
け
た
活
動

　

作
成
し
た
シ
ス
テ
ム
の
普
及
を
図
る
た

め
、
平
成
27
年
度
は
、
当
署
に
お
い
て
、
隣

接
す
る
渡
島
森
林
管
理
署
・
檜
山
森
林
管
理

署
・
胆
振
東
部
森
林
管
理
署
管
内
の
林
業
事

業
体
を
対
象
と
し
た
説
明
会
を
２
回
行
う
と

と
も
に
、
北
海
道
森
林
管
理
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
し
ま
し
た
。

　

林
業
事
業
体
か
ら
は
、「
事
業
実
行
中
で

あ
っ
て
も
、
出
来
高
生
産
量
等
を
入
力
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
時
点
で
の
生
産
性
等
が

把
握
で
き
る
。
ま
た
作
業
班
ご
と
の
比
較

が
で
き
る
こ
と
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。」

と
好
評
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
多
く
の
林
業
事
業
体
に
活
用
し
て

も
ら
え
る
よ
う
、
平
成
28
年
度
は
北
海
道
の

胆
振
・
檜
山
総
合
振
興
局
開
催
の
研
修
会
等

に
お
い
て
、
引
き
続
き
シ
ス
テ
ム
の
普
及
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
回
、
儲
か
る
林
業
を
目
指
す
た
め
の
一

つ
の
ツ
ー
ル
と
し
て
作
成
し
た
「
工
程
管
理

シ
ス
テ
ム
」
が
各
事
業
体
の
生
産
性
向
上
と

コ
ス
ト
縮
減
の
一
助
と
な
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
効
率
的
な
機
械
運
用
が
可
能

と
な
る
こ
と
で
、
作
業
の
機
械
化
が
一
層
進

み
、
林
業
の
担
い
手
不
足
の
解
消
に
一
役
買

う
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
民
有

林
と
の
連
携
を
強
化
し
、
さ
ら
な
る
林
業
の

成
長
産
業
化
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

フ
ォ
ワ
ー
ダ
へ
の
積
み
込
み
作
業
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2017ミス日本みどりの女神は
木のある暮らしをおしゃれに発信！

　

日
本
の
木
の
文
化
や
緑
や
木
の

　

す
ば
ら
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い

　

新
た
に「
ミ
ス
日
本
み
ど
り
の
女
神
」に
選
ば
れ
た
野
中 

葵
さ
ん
は
、10

代
前
半
向
け
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
の
専
属
モ
デ
ル
と
し
て
活
躍
し
た
経

験
を
も
つ
20
歳
。福
島
県
生
ま
れ
の
千
葉
県
育
ち
で
、緑
豊
か
な
環
境
で
育

ち
、ス
ラ
リ
と
し
た
長
身
を
活
か
し
た
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
得
意
な
活
動

派
で
す
。

　

森
林
・
林
業
に
つ
い
て
は
、「
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
で
す
が
、得
ら
れ
る

知
識
が
ひ
ろ
い
世
界
だ
と
感
じ
て
い
る
の
で
、い
ま
か
ら
わ
く
わ
く
し
て
い

ま
す
」と
目
を
輝
か
せ
て
い
ま
し
た
。

　

式
典
に
参
加
し
た
り
、林
業
地
を
訪
ね
て
話
を
聞
く
な
ど
、い
よ
い
よ
女

神
と
し
て
の
一
歩
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
野
中
さ
ん
は
、「
一
生
懸
命
学
び
な

が
ら
、み
ど
り
の
女
神
と
し
て
日
本
の
緑
や
自
然
に
つ
い
て
多
く
の
方
に

知
っ
て
頂
け
る
よ
う
に
頑
張
り
た
い
」と
今
後
の
活
動
に
つ
い
て
抱
負
を

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

平
成
29
年
１
月
23
日
に
開
催
さ
れ
た「
第
49
回
ミ
ス
日
本

コ
ン
テ
ス
ト
」の
最
終
選
考
に
お
い
て
、２
０
１
７
ミ
ス
日
本

み
ど
り
の
女
神
に
野
中 

葵
さ
ん
が
選
ば
れ
ま
し
た
。ミ
ス
日

本
み
ど
り
の
女
神
は
、全
国
植
樹
祭
や
育
樹
祭
な
ど
の
式
典

へ
の
参
加
、緑
の
募
金
活
動
な
ど
を
通
じ
て
、昔
か
ら
伝
わ
る

日
本
の
木
の
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
や
、森
林
や
林
業
の
大
切

さ
を
わ
か
り
や
す
く
発
信
し
、み
ど
り
へ
の
親
し
み
を
広
め

る
役
割
を
担
い
ま
す
。

今井林野庁長官から農林水産省「みどりの広報大使」の任命状を受け取る野中葵さん
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み
ど
り
の
広
報
大
使
に
任
命

　

野
中
さ
ん
は
、２
月
６
日
、今
井
敏
林
野
庁
長
官
か
ら
農
林
水
産
省「
み

ど
り
の
広
報
大
使
」に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　

モ
デ
ル
の
経
験
も
活
か
し
て
、木
の
あ
る
暮
ら
し
を
お
し
ゃ
れ
に
発
信

し
た
い
、と
語
る
頼
も
し
い
応
援
団
の
誕
生
で
す
。

　

先
人
達
の
努
力
の
賜
物
で
あ
る
森
林
を
守
り
継
い
で
い
く
た
め
に
は
、

「
木
を
伐
っ
て
、使
っ
て
、ま
た
植
え
る
」と
い
う
循
環
が
き
ち
ん
と
ま
わ
る

こ
と
が
大
切
で
す
。ま
だ
、木
を
伐
る
、使
う
こ
と
が
、何
か
悪
い
こ
と
の
よ

う
に
感
じ
て
い
る
方
々
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
方
々
に
も
、安
心
し
て
生
活
に
木
を
取
り
入
れ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、野
中
さ
ん
の
瑞
々
し
い
感
性
で
、特
に
女
性
や
若
い
世
代
に
向
け

て
、木
の
素
晴
ら
し
さ
を
広
く
発
信
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。

　
「
林
野
」で
の
活
動
報
告
を
お
楽
し
み
に

　

本
誌
で
は
、野
中
さ
ん
が
、ミ
ス
日
本
み
ど
り
の
女
神
と
し
て
、森
林
や

林
業
の
現
場
を
訪
れ
た
り
、イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
模
様
や
発
見
、感
想
な

ど
を
ご
自
身
の
言
葉
で
報
告
い
た
だ
き
ま
す
。ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
！

プロフィール
出身地
福島県生まれ、
千葉県育ち
趣　味
音楽鑑賞、お散歩

野
の

中
な か

　葵
あおい

１

ミス日本グランプリほか各賞の皆さん
（右から 2 人目が野中さん）

みどりの女神として抱負を語る野中さん

受賞を報告するため林野庁を訪問

2016 みどりの女神の飯塚さんから
バトンタッチ

１

２

３

４

２４

３
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発
行
／
林
野
庁
　
〒
１
０
０
︲
８
９
５
２　
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
１
︲
２
︲
１　
電
話 

０
３
︲
３
５
０
２
︲
８
１
１
１（
代
）　
Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
３
︲
３
５
９
１
︲
６
５
０
５

編
集
／
株
式
会
社
創
言
社　
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
４
︲
８
︲
13　
　
印
刷
／
株
式
会
社
コ
ー
ム
ラ　
岐
阜
県
岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
３

検 索情報誌 林野
「林野」は林野庁 HP でもご覧になれます。詳しくは


