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国産材の安定供給を目指した取組
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森
林
・
林
業
再
生
プ
ラ
ン
で
は
目
指
す

べ
き
姿
と
し
て
10
年
後
の
木
材
自
給
率
を

50
㌫
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
木

材
が
利
用
さ
れ
て
い
る
様
々
な
用
途
で
、

国
産
材
を
使
う
比
率
を
高
め
て
い
く
と
と

も
に
、
新
た
な
使
い
道
の
開
発
・
開
拓
を

行
い
、
こ
れ
ら
の
需
用
者
に
安
定
的
に
国

産
材
を
供
給
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
の
た
め
、
国
有
林
で
は
、
製
材
工
場

等
の
需
用
者
と
協
定
を
締
結
し
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
木
材
を
安
定
的
・
計
画
的
に
供

給
す
る
安
定
供
給
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
販
売

を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
特
集
で
は
、
特
に
、
こ
れ
ま
で
山

に
放
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
低
質

材
、
未
利
用
材
の
安
定
供
給
シ
ス
テ
ム
に

よ
る
販
売
事
例
な
ど
を
簡
単
に
紹
介
し
ま

す
。木

質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
燃
料

福
島
県
会
津
若
松
市
に
日
本
初
の
木
材

チ
ッ
プ
の
専
焼
発
電
所
が
完
成
し
、
本
年

７
月
初
旬
よ
り
稼
働
し
て
い
ま
す
。
こ
の

発
電
所
で
は
、
発
電
燃
料
と
し
て
１
年
間

に
概
ね
６
万
㌧
の
木
片
チ
ッ
プ
（
原
木
換

算
１
０
万
立
方
㍍
）
を
必
要
と
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
木
片
チ
ッ
プ
に
は
、
こ
れ
ま

で
根
曲
が
り
、
利
用
径
級
に
達
し
な
い
な

ど
の
理
由
に
よ
り
切
り
捨
て
間
伐
さ
れ
、

林
内
に
放
置
さ
れ
て
い
た
未
利
用
資
材
で

も
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

な
お
、
同
発
電
所
は
、
「
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
固
定
価
格
買
取
制
度
」
に
よ
る

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
と
し
て
初
の
認

証
を
受
け
て
い
ま
す
。

国
有
林
で
は
、
発
電
所
に
木
片
チ
ッ
プ

を
納
入
す
る
業
者
と
協
定
を
締
結
し
、
日

光
森
林
管
理
署
か
ら
獣
害
（
シ
カ
、
ク
マ
）

を
受
け
た
低
質
材
２
９
０
０
立
方
㍍
の
燃

料
原
木
を
供
給
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

木
質
系
の
家
畜
敷
料

こ
れ
ま
で
家
畜
の
敷
料
と
し
て
は
、
主

に
稲
わ
ら
、
籾
が
ら
、
麦
わ
ら
が
使
用
さ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
材
料
は
、
稲

わ
ら
を
裁
断
す
る
コ
ン
バ
イ
ン
等
の
普
及

に
よ
り
入
手
困
難
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

廃
材
を
利
用
し
た
敷
料
（
オ
ガ
粉
）
の
生

産
や
切
り
捨
て
間
伐
等
に
よ
り
林
地
に
放

置
さ
れ
て
き
た
未
利
用
低
質
材
な
ど
を
砕

き
敷
料
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

茨
城
県
常
陸
大
宮
市
に
あ
る
協
同
組
合

は
、
敷
料
の
生
産
・
加
工
の
た
め
地
域
の

林
業
事
業
者
が
設
立
人
と
な
り
発
足
し
、

近
隣
の
畜
産
農
家
へ
敷
料
を
供
給
し
て
い

ま
す
。

な
お
、
敷
料
は
、
稲
わ
ら
と
比
べ
、
大

量
の
尿
を
吸
収
、
保
持
で
き
、
使
用
日
数

が
長
く
、
取
り
替
え
が
容
易
で
あ
り
、
畜

舎
を
衛
生
的
に
保
ち
、
最
後
は
良
質
な
堆

肥
と
し
て
再
利
用
で
き
る
こ
と
な
ど
優
れ

た
点
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

国
有
林
で
は
、
同
協
同
組
合
と
協
定
を

締
結
し
、
茨
城
森
林
管
理
署
か
ら
年
間
５

０
０
０
立
方
㍍
の
原
料
を
供
給
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

産
業
用
ク
ラ
フ
ト
紙
の
原
料

段
ボ
ー
ル
原
紙
や
米
袋
等
に
用
い
ら
れ

る
産
業
用
紙
に
は
、
再
利
用
資
材
や
外
材

な
ど
の
針
葉
樹
チ
ッ
プ
が
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
価
格
が
高
く
、
数
量
の
確
保
が

難
し
い
な
ど
の
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
産
業
用
紙
を
生
産
す
る
静
岡
県
の

製
紙
会
社
で
は
、
こ
れ
ら
課
題
に
対
応
す

る
た
め
国
産
針
葉
樹
の
皮
付
き
チ
ッ
プ
の

利
用
を
検
討
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
静

岡
森
林
管
理
署
で
は
、
富
士
山
裾
野
の
国

有
林
に
多
く
存
在
し
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ

れ
ず
に
き
た
ウ
ラ
ジ
ロ
モ
ミ
人
工
林
の
有

効
利
用
を
検
討
し
て
い
ま
し
た
。

国
有
林
で
は
、
製
紙
会
社
と
協
定
を
締

結
し
、
静
岡
森
林
管
理
署
か
ら
ウ
ラ
ジ
ロ

モ
ミ
低
質
材
を
年
間
１
７
０
０
立
方
㍍
供
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名　　　　　　　　　称 川場村溝又入地区森林整備推進協定

区域面積：４１９ｈa

（民有林：２１４ｈa　国有林：２０５ｈa）

整備面積：２０６ｈa

（民有林：１１１ｈa  国有林：９６ｈa）

延長７，０００ｍ

（民有林：６，０００ｍ　国有林：１，０００ｍ）

川場村

群馬県利根沼田環境森林事務所

利根沼田森林管理署

協　定　期　間 Ｈ２４年１０月２５日～Ｈ２８年３月３１日

注）整備面積は、単位止めのため総面積が一致しな い。

川場村溝又入地区森林整備推進協定の概要

協 定 締 結 者

路　　網　　整　　備

区域及び整備面積

給
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

木
質
ペ
レ
ッ
ト
、
パ
ー
テ
ィ

ク
ル
ボ
ー
ド
、
製
紙
原
料

林
地
残
材
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
磐

城
森
林
管
理
署
で
は
、
協
定
締
結
者
で
あ

る
福
島
県
い
わ
き
市
の
製
材
会
社
と
協
同

し
て
、
生
産
作
業
地
で
発
生
す
る
端
材
等

を
特
製
コ
ン
テ
ナ
で
回
収
し
、
そ
の
ま
ま

ト
ラ
ッ
ク
運
搬
す
る
方
法
や
直
接
現
地
で

チ
ッ
プ
粉
砕
し
、
製
紙
工
場
へ
直
送
す
る

方
法
な
ど
森
林
バ
イ
オ
マ
ス
資
源
回
収
シ

ス
テ
ム
の
構
築
に
平
成
21
年
度
か
ら
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
林
地
残
材
は
、
木
質
用
ペ

レ
ッ
ト
、
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
、
製
紙

原
料
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
有
林
で
は
、
同
社
と
協
定
を
締
結
し
、

磐
城
森
林
管
理
署
及
び
棚
倉
森
林
管
理
署

か
ら
年
間
９
０
０
０
立
方
㍍
の
原
料
材
を

供
給
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

庭
木
の
添
木
用
材
な
ど
小
径
木

の
供
給
要
望
な
ど
へ
の
対
応

こ
れ
ま
で
林
地
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
小
径
木
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

土
木
用
杭
や
庭
木
支
柱
と
し
て
の
需
要
が

見
込
め
る
こ
と
か
ら
、
国
有
林
と
し
て
も

有
効
活
用
を
図
る
こ
と
と
し
、
積
極
的
に

対
応
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

今
年
、
４
月
24
日
に
、
群
馬
県
知
事
と

関
東
森
林
管
理
局
長
と
の
間
で
「
水
源
県

ぐ
ん
ま
の
森
林
・
林
業
の
再
生
に
関
す
る

覚
書
」
が
締
結
さ
れ
、
民
・
国
連
携
し
て
、

森
林
共
同
施
業
団
地
の
設
定
等
を
通
じ
た

森
林
の
整
備
や
木
材
の
安
定
供
給
を
推
進

し
、
群
馬
県
内
の
森
林
・
林
業
の
再
生
に

寄
与
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
覚
書
に
即
し
て
、
群
馬
県
内
で
は
、

３
件
目
（
関
東
森
林
管
理
局
内
で
は
７
件

目
）
と
な
る
「
川
場
村
溝
又
入
地
区
森
林

整
備
推
進
協
定
」
が
、
10
月
25
日
に
川
場

村
役
場
に
お
い
て
、
川
場
村
長
、
群
馬
県

利
根
沼
田
環
境
森
林
事
務
所
長
、
利
根
沼

田
森
林
管
理
署
長
の
３
者
に
よ
り
締
結
さ

れ
ま
し
た
。

既
に
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い
る
伊
豆
森

林
管
理
署
を
始
め
と
す
る
６
署
と
同
様
に
、

利
根
沼
田
署
に
お
い
て
も
、
森
林
共
同
施

業
団
地
が
設
定
さ
れ
、
森
林
の
整
備
に
関

す
る
事
業
に
必
要
な
路
網
の
整
備
等
の
取

組
に
関
す
る
事
項
を
定
め
、
協
定
者
が
連

携
し
て
民
有
林
と
国
有
林
の
効
率
的
か
つ

安
定
的
な
林
業
経
営
の
基
盤
づ
く
り
と
森

林
整
備
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

具
体
的
に
は
、
協
定
期
間
で
あ
る
平
成

27
年
度
末
ま
で
に
、
協
定
区
域
の
民
有
林

と
国
有
林
４
１
９
㌶
を
対
象
に
、
間
伐
等

の
森
林
整
備
を
２
０
６
㌶
、
林
業
専
用
道

等
の
路
網
整
備
を
７
０
０
０
㍍
実
施
す
る

予
定
で
す
。
（
左
表
参
照
）

関
東
森
林
管
理
局
に
お
い
て
は
、
今
後

更
に
、
局
に
お
け
る
「
県
知
事
等
と
の
覚

書
の
締
結
」
、
署
等
に
お
け
る
「
民
有
林

関
係
者
と
の
森
林
整
備
協
定
の
締
結
」
を

推
進
し
、
地
域
に
お
け
る
施
業
の
集
約
化

の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
取
り
組
む
考
え
で

す
。
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産業用紙となるウラジロモミの生産

林地残材の販売

小径材が生産される間伐対象林分

小径材の生産



一

小
笠
原
村
の
役
割

小
笠
原
諸
島
が
２
０
０
３
年
に
世
界
自

然
遺
産
の
候
補
地
に
選
定
さ
れ
た
時
点
で
、

小
笠
原
村
議
会
は
世
界
自
然
遺
産
へ
の
登

録
を
積
極
的
に
推
進
す
る
決
議
を
採
択
し

ま
し
た
。

村
役
場
が
遺
産
保
全
に
取
り
組
む
役
割

は
村
民
生
活
に
関
す
る
事
項
で
、
村
民
の

遺
産
価
値
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
、
希
少

鳥
類
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
飼
い
猫
対

策
、
保
護
増
殖
事
業
で
増
加
し
た
オ
ガ
サ

ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
に
よ
る
農
業
被
害
対

策
の
３
つ
の
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

二

保
全
対
象
の
具
体
的
内
容

①
意
識
啓
発
事
業

外
来
植
物
を
村
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
除

去
す
る
こ
と
で
、
小
笠
原
の
自
然
の
価
値

観
を
理
解
し
て
頂
く
と
と
も
に
、
村
民
自

ら
が
小
笠
原
の
自
然
を
守
る
意
識
の
啓
発

を
図
っ
て
い
ま
す
。

②
飼
い
猫
対
策

小
笠
原
村
は
、
希
少
鳥
類
を
保
護
す
る

た
め
に
国
内
で
初
め
て
「
飼
い
猫
適
性
飼

養
条
例
」
を
制
定
し
、
村
民
が
飼
っ
て
い

る
ネ
コ
の
避
妊
・
去
勢
と
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ

プ
の
装
着
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
２
０
１

２
年
９
月
現
在
、
島
内
の
飼
い
猫
頭
数
は

１
２
７
頭
で
内
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
挿
入

済
み
は
90
頭
、
避
妊
・
去
勢
は
全
て
の
飼

い
猫
に
施
術
済
み
の
状
況
で
す
。
な
お
、

父
島
に
つ
い
て
は
、
山
域
で
繁
殖
し
て
い

た
野
ネ
コ
を
環
境
省
と
林
野
庁
で
捕
獲
事

業
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
な

ネ
コ
の
繁
殖
は
見
ら
れ
な
い
状
況
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
ア
カ
ガ
シ
ラ

カ
ラ
ス
バ
ト
が
自
然
界
で
増
殖
し
集
落
地

内
で
も
そ
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
オ
ガ
サ
ワ
ラ
オ

オ
コ
ウ
モ
リ
に
つ
い
て
も
、
ネ
コ
に
よ
る

捕
食
事
故
の
激
減
と
繁
殖
地
の
保
護
事
業

を
展
開
し
た
結
果
、
カ
ラ
ス
バ
ト
と
同
様

に
増
加
し
ま
し
た
が
、
農
作
物
へ
の
被
害

が
増
大
し
、
現
在
、
農
作
物
を
保
護
す
る

施
設
の
設
置
補
助
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

三

今
後
の
課
題

小
笠
原
の
自
然
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維

持
し
て
い
く
た
め
の
最
大
の
課
題
は
外
来

種
対
策
で
す
。
現
在
、
島
に
入
っ
て
い
る

外
来
種
に
つ
い
て
は
、
国
、
東
京
都
、
小

笠
原
村
が
連
携
し
て
様
々
な
取
り
組
み
を

行
い
対
処
し
て
い
る
状
況
で
、
こ
れ
以
上

新
た
な
外
来
種
を
増
や
さ
な
い
努
力
が
大

切
で
す
。

し
か
し
、
島
に
生
活
し
て
い
る
村
民
が

い
る
限
り
、
新
た
に
持
ち
込
ま
れ
る
園
芸

植
物
や
愛
玩
動
物
が
次
の
外
来
種
と
な
る

可
能
性
も
大
き
く
、
小
笠
原
の
自
然
を
守

る
た
め
に
は
、
絶
対
に
持
ち
込
ん
で
は
い

け
な
い
動
植
物
の
認
識
と
持
ち
込
ま
せ
な

い
対
策
が
早
急
に
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小
笠
原
の
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
の
価

値
を
将
来
の
子
供
た
ち
に
残
し
て
い
く
に

は
、
行
政
の
対
策
と
と
も
に
そ
こ
に
住
む

村
民
自
ら
が
自
分
た
ち
の
島
を
守
っ
て
い

く
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が
一
番
大
事

と
思
っ
て
い
ま
す
。

平成２４年１２月５日 関 東 森 林 管 理 局 第 １０５号（４）

小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
外
来
種
対
策
（
第
３
回
）

小
笠
原
村
の
外
来
種
対
策
の
近
況
に
つ
い
て

小
笠
原
村
役
場
自
然
管
理
専
門
員

岩
本

誠

外来種駆除の様子（南島）

マイクロチップの装着

農作物保護施設



関
東
森
林
管
理
局
で
は
、
地
元
の
小
学

生
を
対
象
に
「
子
ど
も
樹
木
博
士
」
の
認

定
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

「
子
ど
も
樹
木
博
士
」
は
、
子
ど
も
達

が
樹
木
と
の
ふ
れ
あ
い
体
験
を
通
じ
て
樹

木
を
知
り
、
森
林
や
環
境
な
ど
に
つ
い
て

学
び
、
樹
木
や
森
林
に
関
心
を
持
つ
と
と

も
に
、
自
然
を
大
切
に
す
る
心
を
養
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

森
林
に
関
わ
る
大
学
、
研
究
所
、
団
体

及
び
個
人
で
構
成
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
「
子
ど
も
樹
木
博
士
認
定
活
動
推
協
議

会
」
が
推
進
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
当

森
林
管
理
局
は
、
こ
の
活
動
の
実
施
機
関

と
し
て
登
録
し
て
い
ま
す
。

前
橋
市
立
岩
神
小
学
校

10
月
24
日
（
水
）
前
橋
市
立
岩
神
小
学

校
の
３
年
生
74
人
は
、
学
校
の
敷
地
内
に

あ
る
樹
木
の
名
前
の
由
来
や
特
徴
な
ど
を

学
習
し
、
最
後
に
子
ど
も
樹
木
博
士
の
認

定
試
験
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
６
班
に
分
か
れ
て
、
指
導
普

及
課
の
職
員
か
ら
樹
木
の
説
明
を
受
け
ま

し
た
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
学
校
に

生
え
て
い
る
樹
木
の
名
前
さ
え
も
ほ
と
ん

ど
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

樹
木
の
特
徴
を
知
る
た
め
、
葉
・
幹
の

形
や
肌
触
り
な
ど
よ
く
観
察
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
名
前
の
由
来
や
そ
の
樹
木
が
ど

の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
、

真
剣
に
話
を
聞
い
て
メ
モ
を
取
っ
て
い
ま

し
た
。

ア
ス
ナ
ロ
や
ニ
シ
キ
ギ
と
い
っ
た
「
明

日
は
ヒ
ノ
キ
に
な
ろ
う
」
「
錦
を
飾
れ
る

立
派
な
大
人
に
な
ろ
う
」
と
い
っ
た
記
念

樹
に
込
め
ら
れ
た
意
味
や
キ
ン
モ
ク
セ
イ

な
ど
花
や
香
り
で
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
木
、

中
で
も
子
ど
も
達
に
人
気
が
あ
っ
た
樹
は

校
庭
の
タ
ラ
ヨ
ウ
で
、
葉
っ
ぱ
の
裏
側
に

キ
ズ
を
つ
け
た
あ
と
が
こ
げ
茶
色
に
変
色

し
、
文
字
が
書
け
る
の
で
「
郵
便
局
の
木
」

と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
印
象
が
強
か
っ

た
よ
う
で
す
。

子
ど
も
た
ち
は
勉
強
し
た
樹
木
を
思
い

出
し
な
が
ら
「
子
ど
も
樹
木
博
士
認
定
テ

ス
ト
」
を
受
け
、
全
員
が
樹
木
博
士
と
し

て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

つ
く
も

安
中
市
立
九
十
九
小
学
校

11
月
5
日
（
月
）
安
中
市
立
九
十
九
小

学
校
の
３
年
生
14
人
と
４
年
生
９
人
は
、

小
根
山
森
林
公
園
（
群
馬
森
林
管
理
署
管

内
の
安
中
市
松
井
田
町
）
内
に
あ
る
ホ
オ

ノ
キ
、
カ
シ
ワ
、
メ
グ
ス
リ
ノ
キ
な
ど
の

樹
木
の
こ
と
や
、
カ
エ
デ
の
種
が
子
孫
を

増
や
す
た
め
、
風
を
利
用
し
種
を
飛
ば
す

こ
と
を
実
験
す
る
な
ど
の
勉
強
を
し
ま
し

た
。

当
日
は
、
３
年
生
２
班
と
４
年
生
１
班

に
分
か
れ
て
、
小
根
山
森
林
公
園
の
管
理

棟
か
ら
歩
い
て
15
分
程
の
展
望
台
ま
で
の

間
に
生
え
て
い
る
樹
木
に
つ
い
て
、
職
員

か
ら
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

は
、
良
く
話
を
聴
い
て
内
容
を
メ
モ
す
る

と
と
も
に
、
葉
の
形
や
幹
の
模
様
な
ど
の

特
徴
を
観
察
し
て
い
ま
し
た
。

樹
木
の
観
察
で
は
、
ト
チ
ュ
ウ
の
葉
を

ち
ぎ
る
と
白
色
乳
液
が
糸
を
引
く
様
子
が

珍
し
く
興
味
深
く
観
察
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
の
葉
か
ら
に
お
い
が

す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
子
供
が
多
く
、

「
ほ
ん
と
だ
、
に
お
い
が
す
る
」
と
関
心

し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
公
園
管
理
棟
内
の
講
堂
に
移

動
し
て
、
樹
木
の
特
徴
を
思
い
出
し
な
が

ら
、
真
剣
に
「
子
ど
も
樹
木
博
士
認
定
テ

ス
ト
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
頑
張
っ

た
甲
斐
が
あ
り
、
全
員
が
樹
木
博
士
に
認

定
さ
れ
ま
し
た
。

（５）平成２４年１２月５日 関 東 森 林 管 理 局 第 １０５号

子
ど
も
樹
木
博
士
の
認
定

活
動
を
実
施

計
画
部

指
導
普
及
課岩神小３年生に始めのあいさつ

班ごとに構内林木を観察する

最後に子ども樹木博士認定テストを実施

九十九小の3年生と4年生にメグスリノキを解説



新
潟
県
の
最
北
端
に
位
置
す
る
瀬
波
地

区
は
、
南
は
瀬
波
温
泉
か
ら
、
北
は
鮭
の

人
工
孵
化
で
有
名
な
三
面
川
河
口
ま
で
、

海
岸
線
に
平
行
に
続
い
て
い
る
赤
松
林
の

防
風
林
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
松
林
は
瀬
波

集
落
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
吹

き
付
け
る
季
節
風
と
こ
れ
に
伴
い
飛
散
す

る
砂
を
防
ぎ
住
人
の
生
活
を
守
っ
て
い
ま

す
。元

和
６
年
（
１
６
２
０
年
）
、
時
の
藩

主
堀
丹
後
守
直
寄
が
瀬
波
砂
山
の
砂
丘
に

「
砂
が
き
」
を
創
り
山
引
き
し
た
小
松
を

植
え
て
防
風
林
を
作
ら
せ
た
の
が
始
ま
り

で
、
そ
の
後
、
幾
多
の
先
人
の
努
力
に
よ

り
瀬
波
浜
山
海
岸
林
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
の
後
期
（
１
９
０
８
年
）
瀬
波
浜
山

海
岸
林
は
「
防
風
保
安
林
」
に
指
定
さ
れ
、

瀬
波
集
落
か
ら
瀬
波
温
泉
ま
で
海
岸
線
に

平
行
に
林
帯
３
０
０
㍍
、
延
長
２
．
２
㌔

㍍
に
及
ぶ
防
風
林
が
造
成
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
50
年
頃
ま
で
は
勇
壮
な
赤
松
林
が
続

い
て
い
た
も
の
で
す
。
当
時
子
供
の
頃
は
、

春
は
小
鳥
の
さ
え
ず
り
を
聞
き
な
が
ら
松

林
を
駆
け
回
り
、
四
季
折
々
の
遊
び
で
楽

し
ん
だ
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
昭
和
50
年
以
降
、
松
く
い
虫

の
被
害
が
見
え
始
め
る
と
徐
々
に
赤
松
が

枯
れ
始
め
、
昭
和
61
年
頃
か
ら
は
被
害
が

急
速
に
拡
大
し
、
当
時
の
村
上
営
林
署
で

は
被
害
防
止
に
努
め
た
も
の
の
追
い
つ
か

ず
、
そ
の
被
害
は
本
数
約
５
０
０
０
本
に

も
及
ん
だ
そ
う
で
す
。
保
安
林
機
能
も
年
々

衰
退
し
、
赤
松
林
は
一
変
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
村
上
営
林
署
で
は
、
昭
和
50
年
代

か
ら
被
害
木
の
伐
倒
薬
剤
駆
除
に
努
め
な

が
ら
松
の
植
栽
に
も
努
め
、
平
成
14
年
か

ら
は
、
保
安
林
整
備
促
進
事
業
と
し
て
森

林
整
備
に
本
格
的
に
着
手
し
、
植
栽
に
よ

り
再
生
の
方
向
に
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の

間
、
各
団
体
や
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

る
活
動
協
力
も
始
ま
り
、
平
成
15
年
６
月

に
は
、
地
元
瀬
波
地
区
区
長
会
の
声
か
け

で
「
大
切
な
財
産
で
あ
る
浜
山
を
昔
の
姿

に
復
活
さ
せ
よ
う
」
と
の
呼
び
か
け
に
約

１
５
０
人
が
参
加
し
、
ニ
セ
ア
カ
シ
ヤ
の

伐
採
、
ヤ
ダ
ケ
の
刈
払
い
、

ゴ
ミ
拾
い
等
の
森
林
整
備

に
協
力
し
汗
を
流
し
ま
し

た
。翌

年
、
平
成
16
年
度
は

瀬
波
小
学
校
創
立
１
３
０

周
年
を
迎
え
て
、
学
校
長

よ
り
３
月
に
卒
業
す
る
生

徒
に
卒
業
記
念
と
松
林
の

再
生
に
協
力
し
た
い
と
植

栽
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、

村
上
支
署
の
計
ら
い
で
59

名
の
卒
業
生
に
よ
り
１
５

０
本
の
赤
松
を
記
念
植
樹

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
毎

年
恒
例
と
な
り
、
記
念
植
樹
も
今
年
で
９

年
目
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
地
域
の

自
然
環
境
保
全
の
た
め
、
瀬
波
地
区
区
長

会
と
県
立
村
上
中
等
教
育
学
校
の
生
徒
に

よ
る
植
栽
箇
所
の
除
草
作
業
も
毎
年
続
け

て
お
り
、
赤
松
も
順
調
に
生
育
し
て
い
ま

す
。来

年
は
小
学
校
の
卒
業
記
念
植
樹
も
10

年
目
を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
に
な
り
ま

す
。
９
年
間
こ
の
事
業
に
携
わ
れ
た
こ
と

に
喜
び
を
感
じ
ま
す
。
保
安
林
整
備
促
進

事
業
と
森
林
整
備
に
ご
協
力
頂
い
た
大
勢

の
方
に
感
謝
し
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
自
然

公
園
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
瀬
波
海
岸
赤

松
林
が
30
年
後
、
50
年
後
に
は
昔
の
姿
に

甦
る
こ
と
を
願
い
な
が
ら
、
下
越
森
林
管

理
署
村
上
支
署
の
一
層
の
努
力
を
お
願
い

し
、
今
後
も
瀬
波
海
岸
赤
松
林
の
保
全
活

動
に
協
力
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

平成２４年１２月５日 関 東 森 林 管 理 局 第 １０５号（６）

「

瀬

波

海

岸

赤

松

林

を

昔

の

姿

に
」

村
上
市
瀬
波
地
区
区
長
会

会
長

髙
橋

政
之

挨拶する髙橋会長

区長会と村上中生での除草活動

瀬波小卒業記念植樹開会式

瀬波海岸赤松林



私が勤務している筏場森林事務所は、静岡県伊豆市の旧

中伊豆町の筏場地区に所在する約 1000㌶の国有林を管理し

ています。管内は天城山の万二郎、万三郎（大見森林事務

所管内）と八丁池（狩野森林事務所管内）といった有名な

観光スポットに挟まれた場所にあります。

伊豆半島は火山活動を繰り返した結果、誕生した半島で

あり、管内の筏場国有林でも様々な火山活動の痕跡を見る

ことが出来ます。管内のほとんどは 3200年前に噴火した際

に生じた溶岩流が冷えて固まった軽石地帯が広がっており、

尾根・沢といった起伏のはっきりしない独特の地形が特徴

で、軽石をつかむように根を張ったスギやヒノキを見るこ

とができます。平成 2 4

年 9月 24日に日本ジオパークに伊豆半島が認定されたこと

もあり、これから火山活動の痕跡を訪ねて国有林に足を踏

み入れる方々もますます増えていくのではないかと考えら

れます。

かつて溶岩流が吹き出した火口は「皮子平」と呼ばれて

おり、数十年前までマメザクラが火口の周りに生え、春先

には桜の花を楽しむことができる場所でしたが、近年はマ

メザクラが衰退してしまっています。昔の風景を復元する

ために、ボランティアが中心となって、マメザクラ衰退の

原因の調査や鹿柵の設置などを行っています。今年の 5月

には地元の中伊豆中学校の生徒の手によってマメザクラの

苗木の植え付けが行われ、今後経過を見守っていく予定で

す。

皮子平の周辺はのブナの下にのヒメシャラが密生する植

生遷移上珍しい林層になっており、これを保護するために

植物群落保護林に設定されています。さらに足を伸ばすと

天城一番といわれる大ブナが姿を現します。稜線の登山道

から少し外れた場所になりますが、天城山登山の際に少し

足を伸ばして訪ねてみるのもいいかもしれません。

管内では時折巨大な杉の老齢木を見ることができます。

これは御礼杉と呼ばれているもので、江戸時代に天城山を

徳川幕府の天領として管理していた頃に、付近の村落に下草や雑木の利用を許した代わりに

植栽させたもので樹齢約 200年、胸高直径 100㌢㍍超、樹

高約 40㍍の姿は昔からこの山が地域の住民に利用されて

きたことを感じさせてくれます。現在、国有林の下流に

は畳石式という方法で栽培される山葵（わさび）田が広

がっており、日本有数の山葵の産地になっています。山

葵の栽培のためにはきれいな流水が必要不可欠であり、

上流にある国有林の果たす役割は重要となっています。

天城山と地域の方々との昔からの関係が今後も続いて

いくように、森林官としてなにができるか、すべきかを

考えて今後の業務に当たっていきたいと思います。

（７）平成２４年１２月５日 関 東 森 林 管 理 局 第 １０５号

中伊豆中学生によるマメザクラの植樹

天城一といわれる大ブナ

国有林下流に広がる山葵田

ブナ・ヒメシャラ植物群落保護林



茨城、福島、栃木の三県にまたがるようにそびえる八溝

山（標高 1022㍍）は茨城県内最高峰であり、八方に深く谷

が刻まれているところにその名は由来すると言われていま

す。

山頂には展望台があり、高さ 16.5㍍、城をかたどった造

りです。ここからは阿武隈高地をはじめとして磐梯山、奧

日光、那須連山などの山々を望むことができ、良く晴れた

日には遠く富士山が見えることもあり、雄大な眺望を満喫

できます。

八溝山は古くから修験の山として崇められており、山頂

付近には日本武尊（倭建命）が八溝山に立てこもる賊を討

ち、大己貴命（おおなむちのみこと）、事代主命（ことし

ろぬしのみこと）を祀ったのが起源と伝えられる八溝嶺神

社があり、中腹には白鳳年間（ 7世紀後半）に修験道の開祖

である役小角（えんのおづぬ）が創建したと伝えれる日輪

寺があります。日輪寺は開山後廃寺となっていましたが、

大同 2年（ 807年）に弘法大師空海が自ら刻んだ十一面観世

音の霊像を本尊として再興され、永延 2年（ 989年）には観

音霊場のひとつとなりました。その後平安から鎌倉にかけ

て修験者など行者を中心に霊場化し、特に鎌倉時代からは板

東 33観音霊場の第 21番札所として不動の信仰を得ることとなり

ました。

八溝山は清らかな水と豊かな緑に恵まれた自然の宝庫でもあ

ります。山頂付近に広がる 100～ 200年生のブナ、ミズナラ等の

原生林は、八溝山冷温帯性植物群落保護林となっており、周辺

を含めて奧久慈県立自然公園に指定されています。

また、南麓に位置する国有林を含む約 730㌶が「八溝水源の

森」として水源かん養保安林に指定されており、生活用水や農

業用水を供給しています。特に八合目付近には「名水百選」の

ひとつに選ばれた八溝川湧水群があり、「金性水」「銀性水」

「白毛水」「龍毛水」「鉄水」と呼ばれる五水は、水戸藩第

二代藩主水戸光圀公が命名したと言われています。光圀公は

この中でも「金性水」を賛美したとのことです。

八溝山は県内有数の観光地で、平成 23年に公

式認定を受けた茨城県北ジオパークの地形や地

層を観察できる場所として「八溝ジオサイト」

にも設定されており、多くのハイカーや家族連

れが訪れ、湧水群では水を汲む人が列を作った

り、天然林を散策する姿が見られます。

春には新緑を、秋には紅葉が楽しめる「ふれあいの森遊歩道」が整備され

ていてハイキングも楽しめますし、山頂まで舗装された林道も通じており、

車で一気に山頂まで上がることもできます。

自然、歴史、文化あふれる八溝山に是非一度お出かけになってみてはいか

がでしょうか。

（茨城森林管理署 広報公聴連絡官 紺野久也）

平成２４年１２月５日 関 東 森 林 管 理 局 第１０５号（８）

■ 茨城森林管理署 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/ibaraki/index.html
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978－7

ＴＥＬ:029(243)7211(代表） FAX:029(243)7125
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