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は
じ
め
に

新
潟
県
中
越
地
震
災
害
の
復
旧
を
図
っ

て
参
り
ま
し
た
「
中
越
地
区
直
轄
地
す
べ

り
防
止
事
業
」
は
地
震
発
生
か
ら
10
年
と

な
る
平
成
26
年
度
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

事
業
終
了
に
あ
た
っ
て
改
め
て
本
事
業
の

概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

新
潟
県
中
越
地
震
に
つ
い
て

平
成
16
年
10
月
23
日
、
新
潟
県
中
越
地

方
を
震
源
と
す
る
Ｍ
６
・
８
の
直
下
型
地

震
が
発
生
し
、
旧
川
口
町
（
現
長
岡
市
）

の
震
度
７
を
最
大
と
し
て
、
旧
山
古
志
村
・

旧
小
国
町
（
い
ず
れ
も
現
長
岡
市
）
、
小

千
谷
市
で
震
度
６
強
を
、
長
岡
市
、
十
日

町
市
、
旧
栃
尾
市
（
現
長
岡
市
）
、
魚
沼

市
、
刈
羽
村
で
震
度
６
弱
を
観
測
し
ま
し

た
。
地
震
に
よ
る
被
害
は
死
者
６
８
人
、

負
傷
者
４
７
９
５
人
、
家
屋
の
全
・
半
壊

が
１
６
９
８
５
棟
（
平
成
21
年
10
月
15
日

（
新
潟
県
最
終
報
）
）
に
及
ん
だ
ほ
か
、

道
路
、
河
川
、
電
気
・
上
下
水
道
等
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

本
地
震
で
は
、
国
土
交
通
省
が
「
空
中

写
真
か
ら
判
読
さ
れ
た
斜
面
崩
壊
は
３
７

９
１
箇
所
に
及
び
、
そ
の
う
ち
３
６
２
箇

所
が
崩
壊
幅
50
ｍ
以
上
の
大
規
模
崩
壊
」

と
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
規
模
な
地

す
べ
り
、
斜
面
崩
壊
が
多
発
し
ま
し
た
。

原
因
と
し
て
は
、
中
越
地
方
が
日
本
有
数

の
地
す
べ
り
地
帯
（
第
三
紀
層
地
す
べ
り

地
帯
）
に
含
ま
れ
、
中
山
間
地
域
を
震
源

と
し
た
余
震
活
動
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と

に
加
え
、
地
震
の
直
前
ま
で
台
風
23
号
に

よ
る
降
雨
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

中
越
地
区
直
轄
地
す
べ
り
防
止
事
業
に

つ
い
て

被
災
地
の
早
期
復
旧
を
図
る
た
め
、
工

事
規
模
が
大
き
く
、
復
旧
に
高
度
な
技
術

力
を
要
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
新
潟
県

の
要
請
を
受
け
、
国
が
民
有
林
直
轄
地
す

べ
り
防
止
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

地
震
が
発
生
し
た
平
成
16
年
度
に
は
、

民
有
林
直
轄
地
す
べ
り
防
止
災
害
関
連
緊

急
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
翌
平
成

17
年
度
に
は
、
新
た
に
関
東
森
林
管
理
局

中
越
山
地
災
害
復
旧
対
策
室
及
び
中
越
森

林
管
理
署
中
越
治
山
事
業
所
を
長
岡
市
に

開
設
し
、
集
中
的
に
復
旧
工
事
を
進
め
る

体
制
を
整
え
ま
し
た
。

ま
た
、
同
年
度
に
学
識
経
験
者
等
か
ら

構
成
さ
れ
る
「
中
越
地
区
民
有
林
直
轄
地

す
べ
り
防
止
事
業
推
進
に
当
た
っ
て
の
検

討
会
」
（
座
長

北
原

曜

信
州
大
学

教
授
）
を
開
催
し
て
意
見
を
聴
取
し
、
こ

れ
を
踏
ま
え
て
、
国
が
民
有
林
直
轄
事
業

を
実
施
す
る
12
地
区
に
つ
い
て
、
復
旧
に

要
す
る
期
間
を
新
潟
県
等
の
復
興
の
目
標

期
間
と
同
じ
被
災
後
10
年
と
な
る
平
成
26

年
度
、
総
工
事
費
１
６
２
億
円
の
全
体
計

画
を
も
っ
て
復
旧
に
着
手
し
ま
し
た
。

地
す
べ
り
対
策
と
し
て
は
、
地
下
水
を

排
除
す
る
た
め
の
ボ
ー
リ
ン
グ
暗
き
ょ
工

や
集
水
井
工
、
地
す
べ
り
土
塊
を
直
接
不

動
地
盤
に
繋
ぎ
留
め
る
た
め
の
ア
ン
カ
ー

工
や
杭
打
ち
工
を
実
施
し
ま
し
た
。
あ
わ

せ
て
、
斜
面
を
安
定
さ
せ
て
緑
化
を
図
る

た
め
の
の
り
枠
工
や
土
留
工
、
渓
床
の
浸

食
や
土
砂
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
の
谷
止
工

等
を
施
工
し
ま
し
た
。

事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
震
災
の

影
響
で
資
材
の
搬
入
も
ま
ま
な
ら
な
い
道

路
事
情
下
で
も
工
程
の
制
約
を
受
け
に
く

い
掘
削
レ
ス
ダ
ム
工
法
（
現
地
発
生
土
を
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新
潟
県
中
越
地
震
災
害
か
ら
の
復
旧

中
越
地
区
直
轄
地
す
べ
り
防
止
事
業
の
終
了
に
あ
た
っ
て

中
越
森
林
管
理
署

国道等被災状況（呼坂地区（小千谷市小栗山））

芋川の河道閉塞により水没した
旧山古志村木籠（こごも）集落

アンカー工施行状況
（呼坂地区（小千谷市小栗山））不動地盤まで挿

入した鋼材で地すべりを固定



中
詰
材
と
し
て
利
用
す
る
鋼
製
ダ
ム
工
法
）

を
採
用
す
る
な
ど
、
効
果
的
か
つ
効
率
的

な
復
旧
計
画
・
工
法
に
よ
り
事
業
を
進
め

て
ま
い
り
ま
し
た
。

ま
た
、
被
災
地
域
で
あ
る
旧
山
古
志
村

や
小
千
谷
市
は
錦
鯉
の
発
祥
の
地
と
し
て

世
界
的
に
知
ら
れ
、
事
業
地
周
辺
に
は
多

数
の
養
鯉
池
が
散
在
す
る
ほ
か
棚
田
に
よ

る
営
農
が
盛
ん
で
す
。

地
す
べ
り
防
止
工
事
で
は
、
地
下
水
の

流
れ
等
を
変
化
さ
せ
る
た
め
、
水
を
必
要

と
す
る
施
設
等
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
養
鯉
池
や
棚
田
、

関
連
施
設
等
の
保
全
と
地
す
べ
り
防
止
の

両
立
を
図
る
た
め
、
地
域
住
民
と
調
整
を

行
い
な
が
ら
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。

復
旧
状
況
に
つ
い
て

現
行
計
画
は
当
初
の
12
地
区
か
ら
１
地

区
が
指
定
を
解
除
さ
れ
、
全
11
地
区
、
総

工
事
費
１
２
０
億
円
に
変
更
さ
れ
て
お
り
、

前
述
の
検
討
会
の
委
員
に
よ
り
構
成
さ
れ

た
「
効
果
判
定
検
討
委
員
会
」
が
定
め
た

効
果
判
定
手
法
に
従
っ
て
地
区
毎
に
概
成

判
断
を
行
い
、
順
次
新
潟
県
へ
施
設
移
管

し
て
参
り
ま
し
た
。
平
成
25
年
度
ま
で
に

９
地
区
の
移
管
手
続
き
が
完
了
し
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
地
区
で
は
崩
壊
斜

面
に
植
生
が
蘇
り
、
周
囲
の
森
林
環
境
と

一
体
と
な
っ
て
機
能
す
る
と
と
も
に
、
渓

流
が
安
定
す
る
こ
と
で
土
砂
流
出
が
抑
制

さ
れ
、
下
流
域
へ
の
再
度
の
災
害
防
止
が

図
ら
れ
る
等
、
安
全
で
安
心
で
き
る
生
活

基
盤
の
確
保
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
残
る
２
地
区
に
つ
い
て
も
今
年

度
末
に
は
移
管
を
完
了
さ
せ
、
全
事
業
を

終
了
す
る
予
定
で
す
。

お
わ
り
に

本
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
工
事

用
地
の
使
用
や
工
作
物
設
置
箇
所
の
提
供

な
ど
地
域
の
方
々
か
ら
多
大
な
ご
理
解
、

ご
協
力
を
頂
き
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
に
対
し
改
め
て
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
本
事
業
に
よ
り

整
備
さ
れ
た
治
山
施
設
が
今
後
と
も
末
永

く
効
果
を
発
揮
し
、
地
域
の
方
々
が
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
祈
念
い
た
し
ま
す
。,
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鋼製ダム（セルダム）
（H18楢木地区（旧山古志村南平））

被災状況：浦ノ山地区（小千谷市浦柄H17.6）

被災状況：楢木地区（旧山古志村南平H17.6）

復旧状況：浦ノ山地区（小千谷市浦柄H25.9）

復旧状況：楢木地区（旧山古志村南平H25.9）



オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
は
、
小
笠
原
諸
島
に

お
い
て
開
拓
（
明
治
時
代
）
以
前
は
原
生

林
の
優
占
種
と
し
て
多
数
の
巨
木
が
生
育

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
時
点
で

は
小
笠
原
諸
島
の
父
島
、
母
島
、
弟
島
に

の
み
に
生
育
す
る
小
笠
原
固
有
の
樹
木
で

あ
り
、
環
境
省
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

に
は
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

さ
れ
て
い
る
樹
木
で
す
。

こ
の
オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
の
復
活
に
向
け

て
、
（
独
）
森
林
総
合
研
究
所
林
木
育
種

セ
ン
タ
ー
等
と
連
携
し
た
取
組
を
開
始
し

ま
し
た
の
で
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
報
告

し
ま
す
。

１

オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
と
は

※
注

樹
高
が
15
～
20
ｍ
に
な
る
雌
雄
異
株
の

小
笠
原
で
は
珍
し
い
落
葉
高
木
で
す
。

樹
皮
は
茶
褐
色
で
老
木
に
な
る
と
松
肌

状
に
な
り
ま
す
。
葉
は
互
生
で
長
さ
８
～

25
ｃ
ｍ
の
卵
円
形
を
し
て
い
ま
す
。

木
理
が
美
し
く
使
用
年
数
を
経
る
に
つ

れ
て
黒
色
の
光
沢
が
出
て
き
て
、
白
ア
リ

も
つ
か
な
い
こ
と
か
ら
、
銘
木
と
し
て
取

引
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

昨
年
９
月
に
放
映
さ
れ
た
テ
レ
ビ
番
組

「
開
運
！
な
ん
で
も
鑑
定
団
」
に
オ
ガ
サ

ワ
ラ
グ
ワ
を
加
工
し
た
座
卓
と
碁
笥
が
出

品
さ
れ
、
そ
の
稀
少
性
な
ど
か
ら
高
価
な

評
価
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

２

現
状

平
成
24
年
度
に
母
島
と
弟
島
に
お
い
て

生
育
調
査
を
行
い
、
以
前
の
デ
ー
タ
に
比

較
し
て
、
枯
損
割
合
が
高
い
こ
と
が
わ
か

り
、
調
査
と
併
せ
て
生
育
環
境
の
保
全
の

た
め
緊
急
に
被
圧
木
の
除
伐
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
シ

マ
グ
ワ
が
八
丈
島
か
ら
小
笠
原
へ
導
入
さ

れ
、
シ
マ
グ
ワ
の
繁
殖
力
が
オ
ガ
サ
ワ
ラ

グ
ワ
よ
り
優
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
シ
マ

グ
ワ
の
花
粉
に
よ
る
受
粉
が
優
先
さ
れ
、

オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
の
母
樹
に
よ
っ
て
は
生

産
す
る
種
子
の
ほ
と
ん
ど
が
雑
種
に
な
る

状
況
に
あ
り
ま
す
。

オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
を
植
栽
す
る
場
合
は
、

周
辺
の
シ
マ
グ
ワ
を
除
去
し
て
対
応
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
オ
ガ
サ
ワ

ラ
グ
ワ
の
保
全
の
た
め
、
林
木
育
種
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
父
島
産
の
保
存
個
体
か
ら

ク
ロ
ー
ン
苗
を
養
成
し
、
当
セ
ン
タ
ー
と

連
携
し
て
父
島
の
国
有
林
内
に
試
験
的
に

野
生
復
帰
（
植
栽
）
さ
せ
、
純
粋
な
オ
ガ

サ
ワ
ラ
グ
ワ
の
個
体
数
の
維
持
、
回
復
を

図
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
ま
し
た
。

３

平
成
26
年
度
の
取
組

平
成
26
年
度
で
は
、
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
培
養
し
た
ク
ロ
ー
ン
苗
約
１
０

０
本
を
４
回
に
分
け
父
島
に
輸
送
し
、
森

林
総
合
研
究
所
の
試
験
地
内
で
半
年
以
上

馴
化
さ
せ
た
苗
木
に
つ
い
て
、
形
状
を
確

認
し
つ
つ
１
月
15
日
に
植
栽
し
ま
し
た
。
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「オガサワラグワ保全の取組について」

小笠原諸島森林生態系保全センター

母島のオガサワラグワ伐採跡の根株オガサワラグワの葉



実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

（
１
）

非
意
図
的
随
伴
生
物
の
侵
入
防

止輸
送
時
や
馴
化
地
や
植
栽
予
定
地
の
土
壌

な
ど
に
つ
い
て
随
伴
生
物
が
な
い
よ
う
に

対
策
。

（
２
）

施
工
や
管
理
行
為
に
伴
う
自
然

植
生
の
改
変
へ
の
配
慮

父
島
の
植
生
を
熟
知
し
て
い
る
「
小
笠
原

野
生
生
物
研
究
会
」
の
会
員
に
尽
力
い
た

だ
き
、
踏
圧
等
に
よ
る
周
辺
植
生
へ
の
影

響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
配
慮
。

な
ど
の
点
に
留
意
し
て
植
栽
を
行
い
ま
し

た
。

こ
の
植
栽
に
併
せ
て
、
村
民
の
皆
さ
ん
に

オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た

だ
く
機
会
と
し
て
、
１
月
16
日
に
「
オ
ガ

サ
ワ
ラ
グ
ワ
の
復
活
を
目
指
し
て
」
と
の

演
題
で
、
（
独
）
森
林
総
合
研
究
所
林
木

育
種
セ
ン
タ
ー
遺
伝
資
源
部
の
大
谷
雅
人

氏
に
よ
る
講
演
会
を
育
種
セ
ン
タ
ー
と
当

セ
ン
タ
ー
の
共
催
で
開
催
し
ま
し
た
。

※
注
：
オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
の
植
物
解
説
、
葉

の
図
は
、
豊
田
武
司
著
「
小
笠
原
諸
島
固
有

植
物
ガ
イ
ド
」
に
よ
る
。

（５）平成２７年３月 日 関 東 森 林 管 理 局 第１３２号

事
務
改
善
に
効
果
絶
大
！

優
良
職
員
表
彰

平
成
26
年
度
の
事
務
・
業
務
改
善
に
お
い

て
、
山
梨
所
の
上
田
萌
香
さ
ん
よ
り
提
案
の

あ
っ
た
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
保
存
簿

用
紙
の
作
成
」
は
、
昨
年
の
文
書
管
理
シ
ス

テ
ム
の
改
良
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
っ
て

い
た
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
等
を
、
ワ
ン
ク
リ
ッ

ク
で
勘
弁
か
つ
記
載
ミ
ス
が
な
い
よ
う
に
作

成
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
局
署
等
に
お
け
る
保
存
簿
用
紙

の
作
成
に
お
い
て
相
当
の
事
務
の
簡
素
化
が

図
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

関
東
局
事
務
・
業
務
改
善
推
進
委
員
会
で

は
、
こ
の
提
案
に
対
し
て
過
日
、
優
良
表
彰

と
し
て
局
長
表
彰
を
す
る
こ
と
と
し
、
山
梨

森
林
管
理
事
務
所
長
よ
り
伝
達
が
さ
れ
ま
し

た
。引

き
続
き
、
事
務
・
業
務
の
改
善
の
推
進

に
向
け
、
多
く
の
職
員
の
改
善
提
案
を
受
け
、

職
場
に
実
感
の
あ
る
改
善
を
推
進
す
る
こ
と

と
し
ま
す
。

馴化中の苗植栽直後の計測

講演会の様子講演会の様子



私
が
人
生
に
お
い
て
五
十
年
余
り
お
世

話
に
な
っ
た
国
有
林
で
、
大
変
不
思
議
に

思
い
考
え
さ
せ
ら
れ
た
事
が
あ
り
ま
す
。

若
か
っ
た
当
時
仕
事
の
為
に
国
有
林
に

入
山
し
、
そ
の
広
々
と
し
た
山
林
や
大
径

木
の
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
激
し
た
も

の
で
す
が
、
天
竜
区
全
体
の
山
々
に
は
樹

齢
５
０
０
年
以
上
の
巨
木
が
神
社
の
御
神

木
以
外
に
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
と
は
い

え
地
形
が
悪
く
人
が
出
入
り
出
来
な
い
所

も
あ
り
、
一
部
は
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と

信
じ
て
探
し
て
み
ま
し
た
が
ど
こ
に
も
あ

り
ま
せ
ん
。

当
時
の
営
林
署
の
資
料
に
よ
る
と
国
有

林
に
生
え
た
樹
木
は
山
全
体
に
渡
り
樹
齢

３
５
０
年
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

古
文
書
で
は
元
禄
１
６
９
２
年
頃
よ
り
御

林
の
活
用
に
広
範
で
江
戸
、
大
坂
、
岐
阜

な
ど
遠
方
よ
り
請
負
者
が
来
て
利
用
し
て

い
た
と
の
こ
と
。
そ
れ
も
５
年
程
で
６
万

本
な
ど
、
万
単
位
の
大
量
の
本
数
を
伐
採

し
て
い
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
大
径
木
は
水

窪
の
す
み
ず
み
ま
で
全
部
切
り
出
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

出
入
り
が
悪
い
急
傾
斜
地
、
切
り
出
し

の
難
し
い
搬
出
困
難
な
場
所
な
ど
は
３
０

０
年
前
の
重
機
も
道
具
も
満
足
に
な
い
は

ず
の
時
代
に
ど
う
や
っ
て
伐
採
、
搬
出
、

運
搬
し
た
の
か
。
そ
れ
も
５
年
と
短
い
期

間
で
行
わ
れ
た
の
で
す
か
ら
驚
き
と
同
時

に
想
像
も
つ
き
ま
せ
ん
。

遠
地
か
ら
働
く
人
間
を
大
勢
連
れ
て
き

て
山
宿
な
ど
を
利
用
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
私
達
も
若
い
頃
に
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
で
国
有
林
の
残
木
天
然
木
桧
、
ケ
ヤ

キ
伐
採
搬
出
作
業
を
実
施
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

今
で
は
技
術
も
向
上
し
、
そ
う
い
っ
た

作
業
も
場
所
を
選
ば
ず
可
能
に
な
っ
て
き

て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
当
時
で
も
重
量
等

で
ま
だ
ま
だ
大
変
な
作
業
で
し
た
。

そ
の
頃
の
話
し
で
す
が
、
国
有
林
の
中

で
樹
齢
約
４
５
０
年
の
ツ
ガ
の
木
に
残
さ

れ
た
大
昔
の
伐
採
の
証
拠
が
偶
然
発
見
さ

れ
ま
し
た
。
（
写
真
１
参
照
）
場
所
は
海

抜
１
６
０
０
ｍ
の
麻
布
山
付
近
、
ツ
ガ
の

幹
に
グ
サ
リ
と
刺
さ
っ
た
斧
の
跡
。
そ
の

頃
は
斧
で
木
を
伐
採
し
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
道
具
の
手
入
れ
を
し
て
試
し
切
り
に
、

と
当
時
の
小
径
木
に
刃
を
入
れ
た
の
か
と

想
像
し
ま
す
。
そ
の
傷
跡
が
木
の
生
長
と

共
に
黒
く
埋
も
れ
３
０
０
年
以
上
経
ち
発

見
さ
れ
ま
し
た
。

チ
ェ
ン
ソ
ー
に
よ
る
伐
採
、
索
道
、
気

動
車
運
搬
が
国
有
林
に
お
け
る
伐
採
の
手

順
で
し
た
が
、
民
間
に
お
け
る
林
道
開
発

と
共
に
自
動
車
を
現
場
ま
で
入
れ
て
運
搬

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
伐
採
面
積
が

次
第
に
多
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

す
る
と
今
度
は
豪
雨
や
台
風
等
が
発
生

し
川
が
氾
濫
、
道
路
の
決
壊
が
多
く
な
り

困
り
果
て
ま
し
た
。

林
道
が
不
通
に
な
り
ど
う
し
た
も
の
か

と
大
変
な
時
、
災
害
復
旧
の
為
に
営
林
署

の
現
場
で
働
く
人
達
が
応
援
に
来
て
く
れ

た
事
が
今
で
も
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

数
十
メ
ー
ト
ル
道
が
無
い
よ
う
な
場
所

が
各
所
に
広
が
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
事

業
所
長
、
班
長
、
５
人
の
従
事
者
が
設
計

者
も
居
な
い
中
で
モ
ミ
、
ツ
ガ
、
雑
木
等

の
大
径
木
を
使
い
チ
ェ
ン
ソ
ー
で
切
り
出

し
て
ミ
ゾ
、
ホ
ゾ
と
組
み
合
わ
せ
、
見
る

平成２７年３月３０日 関 東 森 林 管 理 局 第１３２号（６）

「

水

窪

の

国

有

林

へ

の

思

い

」

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
山
に
生
き
る
会
」
会
長

寺
田

昇
中ノ尾根

黒法師岳と富士山

斧跡（写真１）



見
る
内
に
応
急
で
通
行
出
来
る
道
を
作
り

出
し
た
の
で
す
。

連
携
一
致
、
団
結
の
ス
ム
ー
ズ
な
作
業

に
感
動
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
民
間
も
頑

張
ら
な
く
て
は
、
と
深
く
教
え
ら
れ
た
経

験
と
な
り
ま
し
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
３

０
０
年
前
の
先
人
た
ち
も
、
こ
ん
な
風
に

連
携
一
致
の
呼
吸
と
知
恵
で
途
方
も
な
い

作
業
を
こ
な
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。そ

ん
な
皆
の
力
強
い
行
動
と
素
晴
ら
し

さ
を
思
い
出
し
、
水
窪
町
民
俗
資
料
館
横

に
て
当
時
活
躍
し
た
10
人
で
ツ
ガ
大
径
木

を
ト
ビ
一
丁
で
自
由
に
動
か
し
転
が
し
て
、

木
遣
り
を
歌
い
な
が
ら
実
演
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
（
写
真
２
参
照
）
町
民
見
学

の
中
で
の
実
演
に
拍
手
喝
采
で
し
た
。

今
は
「
山
に
生
き
る
会
」
の
メ
ン
バ
ー

と
し
て
、
み
さ
く
ぼ
百
山
（
国
有
林
三
十

三
ヶ
所
）
の
調
査
整
備
を
し
巡
回
可
能
な

ル
ー
ト
設
定
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
利
用
し
て
行
っ

て
お
り
ま
す
。
山
頂
地
点
の
確
認
や
看
板
、

道
標
の
設
置
な
ど
登
山
道
を
整
備
し
、
水

窪
の
山
を
多
く
の
人
に
楽
し
ん
で
い
た
だ

こ
う
と
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
調
査
が
完

了
し
た
ら
冊
子
を
発
行
す
る
予
定
で
す
。

水
窪
は
日
本
の
真
ん
中
に
位
置
し
て
い

ま
す
。
日
本
全
国
の
２
０
０
０
ｍ
級
の
山
々

で
最
南
端
に
あ
る
の
は
水
窪
の
バ
ラ
谷
の

頭
と
な
り
ま
す
。
海
抜
３
０
０
ｍ
か
ら
２

０
０
０
ｍ
の
山
は
自
然
が
素
晴
ら
し
く
、

国
有
林
に
は
水
窪
で
し
か
な
か
な
か
見
ら

れ
な
い
よ
う
な
珍
し
い
樹
木
、
植
物
、
生

物
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
民
有
地
の
境
界

付
近
に
は
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
イ
チ
イ
な

ど
胸
高
周
囲
４
ｍ
以
上
の
木
も
数
多
く
見

ら
れ
ま
す
。

五
十
年
余
り
お
世
話
に
な
っ
た
国
有
林

を
今
も
こ
う
し
て
眺
め
つ
つ
歴
史
と
存
在

に
夢
を
馳
せ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
原
始
林

と
し
て
国
民
の
皆
様
に
安
ら
ぎ
と
健
康
を

も
た
ら
し
益
々
よ
ろ
こ
ば
れ
る
場
所
と
な
っ

て
い
く
で
し
ょ
う
。

（７）平成２７年３月３０日 関 東 森 林 管 理 局 第１３２号

作業実演（写真２）

バラ谷の頭から黒法師岳

丸盆岳

今
月
の
表
紙

森
林
環
境
教
育
「
高
崎
市
立
倉

渕
中
学
校

枝
打
ち
・
除
伐
体

験
」
（
群
馬
県
高
崎
市
）

写
真
は
、
高
崎
市
立
倉
渕
中
学
校
が
、
林

業
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
自
然
環
境
に
つ
い

て
学
習
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
群
馬
森
林
管

理
署
と
連
携
し
平
成
18
年
か
ら
継
続
し
て
い

る
林
業
体
験
の
様
子
で
す
。

今
年
度
は
１
、
２
年
生
50
名
、
教
員
・
Ｐ

Ｔ
Ａ
・
署
員
等
合
わ
せ
て
70
名
の
参
加
の
も

と
、
学
校
部
分
林
に
隣
接
し
た
国
有
林
に
て

森
林
整
備
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

「
将
来
、
今
日
、
体
験
し
た
よ
う
な
こ
と

を
仕
事
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
」
等
の
感

想
文
が
生
徒
全
員
か
ら
届
き
ま
し
た
。



高崎市の中心街からほど近い場所にある観音山は、

豊かな自然とその立地から、一年を通じて多くの人が

訪れています。

観音山随一の名所である、昭和 11年に建立された高

さ 41.8ｍの白衣観音は、国の登録有形文化財に指定さ

れ、高崎市のシンボルとしても親しまれています。そ

の周辺に広がる国有林は、レクリエーションの森に指

定されており、高崎市の自然公園として自然歩道や休

憩施設が整備されています。

また、公園の中には、染料の原料となる植物や染織

物の展示、染色体験など染料に関する自然や文化に触

れることができる高崎市染料植物園があります。染料

植物園と白衣観音を結ぶ歩道の途中にかけられた吊り

橋（ひびき橋）からは、観音山一帯を広く見渡すこと

ができます。

これから

の季節は、

ソメイヨシ

ノやヤマザ

クラの花で

明るく色づ

いた山々を楽しむことができます。気軽に自然

散策や野鳥観察などを楽しめ、四季折々の自然

を身近に満喫することができるのが都市近郊林

の魅力です。

さらに観音山周辺の国有林では、

地元の小学校や企業などによる林

業体験や、地域のボランティアに

よる森林整備活動なども積極的に

行われています。身近にある観音

山の森林を活用し、作業を通して

普段の生活ではできない体験や、

森林林業の理解を深めることがで

きるのも都市近郊林のもつ役割の

１つです。

都市の身近にあって、豊かな自

然を肌で感じることができる観音

山の都市近郊林は大変貴重な場所

です。これからもぜひ多くの皆様

に訪れていただきたいと思います。

群馬森林管理署 倉渕森林事務所森林官

平成２７年３月３０日 関 東 森 林 管 理 局 第１３２号（８）

■ 群馬森林管理署 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/gunma/index.html
〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25

ＴＥＬ:027（210）1203（代表） FAX:027(210)1248
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