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平
成
23
年
３
月
11
日
14
時
46
分
に
三
陸

沖
で
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

９
．

０
の
我
が
国
観
測
史
上
最
大
規
模
の
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
で
は
、
岩
手
県
か
ら

千
葉
県
の
広
い
範
囲
で
震
度
６
弱
以
上
の

強
い
揺
れ
を
観
測
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ

の
地
震
に
よ
っ
て
生
じ
た
大
規
模
な
津
波

に
よ
り
東
日
本
の
太
平
洋
沿
岸
部
を
中
心

に
戦
後
の
自
然
災
害
と
し
て
は
最
も
甚
大

な
被
害
が
生
じ
ま
し
た
。

関
東
森
林
管
理
局
で
は
、
本
震
後
直
ち

に
、
「
関
東
森
林
管
理
局
地
震
対
策
本
部
」

を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
翌
日
に
は
、
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
り
福
島
県
か
ら
新
潟
県

に
か
け
て
の
管
内
森
林
の
被
害
状
況
を
調

査
し
、
通
信
環
境
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況

の
中
で
、
林
野
本
庁
や
関
係
森
林
管
理
署
、

被
災
県
と
の
情
報
共
有
に
努
め
ま
し
た
。

（
こ
の
時
点
で
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電

所
の
30
キ
ロ
圏
内
は
既
に
飛
行
禁
止
措
置

が
と
ら
れ
て
い
た
た
め
、
調
査
隊
も
浜
通

り
中
部
の
飛
行
禁
止
区
域
を
迂
回
し
て
調

査
を
行
い
ま
し
た
。
）

相
馬
市
松
川
浦
を
は
じ
め
と
す
る
福
島

県
北
部
の
海
岸
防
災
林
は
壊
滅
的
な
被
害

（
写
真
１
、
２
）
を
受
け
ま
し
た
が
、
い

わ
き
市
以
南
に
つ
い
て
は
、
津
波
に
よ
る

浸
水
被
害
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
立
木
自

体
の
被
害
は
比
較
的
軽
微
で
あ
り
、
逆
に
、

大
量
の
漂
流
物
を
補
足
す
る
な
ど
、
後
背

地
に
対
す
る
津
波
被
害
の
軽
減
に
大
き
な

効
果
を
発
揮
し
て
い
る
状
況
が
み
ら
れ
ま

し
た
（
写
真
３
）
。
な
お
、
い
わ
き
市
新

舞
子
の
海
岸
防
災
林
に
漂
着
し
た
漂
流
物

に
つ
い
て
は
、
後
日
、
管
轄
す
る
磐
城
森

林
管
理
署
に
お
い
て
撤
去
作
業
が
行
わ
れ

ま
し
た
（
写
真
４
）
。

そ
も
そ
も
、
海
岸
防
災
林
は
、
地
域
住

民
が
長
年
に
わ
た
っ
て
育
み
、
飛
砂
・
風

害
・
潮
害
の
防
備
や
白
砂
青
松
に
代
表
さ

れ
る
美
し
い
景
観
の
形
成
に
大
き
な
役
割

を
果
た
す
な
ど
、
地
域
社
会
と
密
接
な
関

わ
り
を
有
し
て
き
た
歴
史
的
な
背
景
が
あ

り
ま
す
（
写
真
５
：
被
災
前
の
松
川
浦
国

有
林
）
。

林
野
庁
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
海
岸

防
災
林
の
再
生
が
、
被
災
地
域
の
復
旧
・

復
興
の
一
翼
を
担
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
学
識
経
験
者
か
ら
な
る
海
岸
防

災
林
の
再
生
に
関
す
る
検
討
会
を
設
置
し
、

海
岸
防
災
林
の
被
害
状
況
の
把
握
、
防
災

効
果
の
検
証
、
復
旧
方
法
等
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
と
と
も
に
、
去
る
7
月
に
は
中

間
報
告
を
と
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
中
で
は
、
海
岸
防
災
林
は
飛
砂
や

潮
風
害
の
防
備
等
の
災
害
防
止
機
能
を
有

す
る
こ
と
で
、
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全

に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
津

波
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
減
衰
や
到
達
時
間
の
遅

延
、
漂
流
物
の
補
足
な
ど
の
津
波
被
害
の

軽
減
効
果
を
持
つ
こ
と
が
改
め
て
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。

平成２３年１１月１日 関 東 森 林 管 理 局 第９２号（２）

写真１ 被災した松川浦海岸防災林の上空より

写真２ 松川浦海岸防災林の被災状況

初
動
対
応

海
岸
防
災
林
の
被
災
状
況

海
岸
防
災
林
の
再
生
復
旧
方
法
の
検
討



さ
ら
に
、
中
間
報
告
で
は
、
海
岸
防
災

林
の
再
生
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
復
興

の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と
の
整
合
を
図
り

つ
つ
、
被
災
箇
所
ご
と
に
被
災
状
況
や
地

域
の
実
情
、
さ
ら
に
は
地
域
の
生
態
系
保

全
の
必
要
性
等
に
応
じ
た
再
生
方
法
を
決

定
し
て
い
く
と
と
も
に
、
地
域
の
防
災
機

能
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
海
岸
防
災
林

の
津
波
に
対
す
る
減
災
機
能
も
考
慮
し
、

①
地
盤
高
が
低
く
地
下
水
位
が
高
い
箇
所

で
は
、
盛
土
に
よ
る
地
盤
高
の
確
保
に
よ

り
植
栽
木
の
根
系
の
垂
直
方
向
へ
の
発
達

を
促
し
、
そ
の
土
壌
緊
縛
力
を
高
め
る
こ

と
、
②
海
岸
防
災
林
の
生
活
環
境
保
全
機

能
や
津
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
減
衰
効
果
等
を

期
待
す
る
観
点
か
ら
一
定
の
林
帯
幅
を
確

保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
、
③
瓦
礫

等
を
盛
土
材
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
は
、

沿
岸
漁
業
へ
の
影
響
等
周
辺
環
境
へ
の
影

響
が
生
じ
な
い
よ
う
無
害
化
さ
れ
た
再
生

資
材
や
建
設
発
生
土
等
に
限
定
す
る
こ
と
、

④
植
栽
木
に
つ
い
て
は
、
マ
ツ
だ
け
で
な

く
広
葉
樹
に
つ
い
て
も
考
慮
し
、
地
域
住

民
等
の
参
画
に
よ
る
植
栽
や
保
育
等
に
つ

い
て
も
検
討
す
る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ

て
い
ま
す
。

関
東
森
林
管
理
局
と
し
て
は
、
海
岸
防

災
林
の
早
期
の
復
旧
・
再
生
に
向
け
、
そ

の
技
術
的
知
見
や
地
域
の
復
興
計
画
の
検

討
状
況
な
ど
を
十
分
に
踏
ま
え
つ
つ
、
関

係
機
関
と
の
連
携
の
下
、
鋭
意
検
討
を
進

め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（３）平成２３年１１月１日 関 東 森 林 管 理 局 第９２号

写真４ いわき市新舞子海岸防災林での瓦礫撤去作業 写真３ いわき市新舞子海岸防災林の津波漂流物補足状況

写真５ 被災前の美しい景観の松川浦海岸防災林 海岸防災林の被害箇所位置図

海
岸
防
災
林
の
再
生
に
向
け
て

海岸防災林

●海岸防災林の再生イメージ



も
う
す
ぐ
高
尾
山
が
色
彩
豊
か
な
紅
葉

に
包
ま
れ
る
季
節
と
な
り
ま
す
。

高
尾
山
口
ま
で
の
ア
ク
セ
ス
は
、
新
宿

か
ら
１
時
間
程
で
あ
り
、
ま
た
、
登
山
コ
ー

ス
も
整
備
さ
れ
、
植
物
の
種
類
が
豊
富
な

こ
と
な
ど
か
ら
年
間
を
通
し
て
大
勢
の
人
々

が
訪
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
高
尾
山
口
に
あ
る
高
尾
森
林
セ
ン

タ
ー
で
は
、
市
民
か
ら
の
公
募
や
学
校
か

ら
の
依
頼
な
ど
に
よ
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
を

数
多
く
実
施
し
て
い
ま
す
。
秋
の
花
が
終

わ
り
に
近
づ
い
た
今
の
季
節
は
、
木
や
草

の
実
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
イ
ベ
ン
ト

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
こ
う
し
た
草
木
を

対
象
と
し
た
自
然
観
察
を
行
う
機
会
が
多

く
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
私
た
ち
が
行
っ
て
い
る
秋
の

自
然
観
察
会
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
に
つ

い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

写
真
の
ツ
リ
フ
ネ
ソ
ウ
は
、
美
し
い
紫

の
花
を
次
々
と
咲
か
せ
ま
す
。
そ
れ
ら
が

結
実
す
る
と
日
に
日
に
さ
や
が
膨
ら
み
、

成
熟
す
る
と
指
が
少
し
触
れ
た
だ
け
で
パ

チ
ン
と
弾
け
て
、
バ
ネ
の
よ
う
に
ク
ル
ッ

と
丸
ま
る
勢
い
で
種
が
弾
き
飛
ば
さ
れ
ま

す
。こ

れ
は
種
子
を
で
き
る
だ
け
遠
く
へ
飛

ば
し
、
子
孫
が
密
集
し
て
発
芽
す
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
の
知
恵
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
に

試
し
て
も
ら
う
と
、

パ
チ
ン
の
音
と
と
も

に
種
が
弾
け
飛
ぶ
様

子
に
大
喜
び
で
す
。

大
人
も
楽
し
め
る
人

気
の
メ
ニ
ュ
ー
に
な
っ

て
い
ま
す
。

秋
に
山
を
歩
く
と
衣
服
に
草
の
実
が
つ

い
て
困
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
俗

に
「
ひ
っ
つ
き
虫
（
く
っ
つ
き
虫
）
」
と

い
わ
れ
る
植
物
に
も
出
会
い
ま
す
。

例
え
ば
右
の
写
真
、
実
が
大
き
い
方
は

フ
ジ
カ
ン
ゾ
ウ
、
小
さ
い
方
は
ヌ
ス
ビ
ト

ハ
ギ
で
す
。
実
は
同
じ
形
で
見
分
け
る
の

に
と
ま
ど
い
ま
す
が
、
葉
っ
ぱ
の
違
い
で

見
分
け
ま
す
。
写
真
の
左
は
小
葉
が
7
つ

の
フ
ジ
カ
ン
ゾ
ウ
（
奇
数
羽
状
複
葉
）
、

右
の
ヌ
ス
ビ
ト
ハ
ギ
は
３
つ
の
小
葉
か
ら

な
り
、
葉
っ
ぱ
の
数
の
違
い
で
見
分
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
も
一
度

で
覚
え
て
く
れ
ま
す
。

ひ
っ
つ
き
虫
の
植
物
に
は
、
実
の
表
面

の
ト
ゲ
で
着
く
も
の
や
粘
液
で
粘
り
着
く

も
の
、
ト
ゲ
が
鉤
状
に
な
っ
た
も
の
な
ど

が
あ
り
、
動
物
の
体
に
く
っ
つ
い
て
遠
く

に
子
孫
を
拡
げ
る
知
恵
だ
と
い
わ
れ
い
ま

す
。
イ
ノ
コ
ヅ
チ
や
ダ
イ
コ
ン
ソ
ウ
、
チ

ヂ
ミ
ザ
サ
、
ノ
ブ
キ
、
メ
ナ
モ
ミ
な
ど
が

代
表
種
で
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
種
に
毛
や
翼
を
付
け

て
風
に
運
ん
で
も
ら
う
も
の
、
鳥
に
食
べ

て
も
ら
っ
て
糞
と
と
も
に
外
に
出
て
発
芽

す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
写
真
は
モ
ズ
が

木
の
実
を
食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

自
然
観
察
で
は
、
植
物
の
説
明
の
ほ
か
、

森
に
様
々
な
種
類
の
植
物
が
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
葉
っ
ぱ
や
実
な
ど
を

食
べ
に
色
々
な
昆
虫
や
鳥
た
ち
が
集
ま
る

食
物
連
鎖
の
話
や
、
樹
木
の
枯
れ
枝
や
葉

が
土
の
中
の
小
動
物
や
菌
類
に
よ
り
分
解

さ
れ
る
こ
と
で
土
に
養
分
が
還
り
、
根
か

ら
再
び
吸
収
さ
れ
森
が
成
長
す
る
話
な
ど

を
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
植
物
の
繁
殖
の
巧
み
な
知

恵
や
鳥
の
声
、
風
の
音
、
沢
水
の
清
ら
か

さ
、
斜
面
登
り
な
ど
、
森
林
や
林
業
に
関

す
る
知
識
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の

冒
険
心
や
感
性
を
高
め
る
工
夫
を
色
々
と

し
て
い
ま
す
。

平成２３年１１月１日 関 東 森 林 管 理 局 第 ９２号（４）

高尾山の綺麗な紅葉

フジカンゾウの実

ヌスビトハギの実

木の実を食べるモズ



治
山
研
究
会
主
催
の
治
山
研
究
発
表
会

が
９
月
27
日
・
28
日
に
東
京
都
代
々
木
の

国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ

ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
、
各
森
林
管
理
局
、

道
県
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
等
が
参
加

し
ま
し
た
。

今
年
度
の
発
表
会
は
、
「
治
山
計
画
、

地
す
べ
り
等
の
取
組
」
「
斜
面
・
渓
流
対

策
等
の
取
組
」
「
木
材
利
用
、
森
林
造
成
・

整
備
の
取
組
」
「
緑
化
、
環
境
へ
の
配
慮
、

事
業
実
施
の
工
夫
等
の
取
組
」
の
４
つ
の

セ
ク
シ
ョ
ン
に
分
か
れ
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
局
か
ら
は
「
斜
面
・
渓
流
対
策
等
の

取
組
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
大
井
川
治
山
セ

ン
タ
ー
の
井
上
調
査
係
長
、
相
澤
技
術
専

門
官
に
よ
り
「
簡
易
法
枠
工
に
お
け
る
法

枠
内
の
緑
化
促
進
対
策
に
つ
い
て
」
を
、

「
木
材
利
用
、
森
林
造
成
・
整
備
の
取
組
」

の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
磐
城
森
林
管
理
署
の

湯
本
原
町
治
山
事
業
所
主
任
、
森
治
山
課

長
、
国
土
防
災
技
術
（
株
）
関
東
支
社
環

境
保
全
部
中
澤
洋
グ
ル
ー
プ
長
と
の
共
同

研
究
に
よ
る
「
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る

海
岸
防
災
林
の
被
害
状
況
報
告
」
の
２
課

題
を
発
表
し
ま
し
た
。

研
究
発
表
で
は
、
全
体
で
42
課
題
あ
り
、

磐
城
森
林
管
理
署
と
国
土
防
災
技
術
（
株
）

と
の
共
同
研
究
が
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
ま

し
た
。

今
回
の
受
賞
は
東
日
本
大
震
災
で
被
害

を
受
け
た
海
岸
防
災
林
の
被
害
状
況
を
樹

形
、
地
形
、
地
下
水
の
状
況
等
か
ら
被
災

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
、
今
後
の
復
旧
に

あ
た
っ
て
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
り
や
す
く
ま

と
め
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

秋
の
涼
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
10
月
１
日
・

２
日
の
両
日
、
第
31
回
「
木
と
暮
し
の
ふ

れ
あ
い
展
」
（
主
催
東
京
都
・
社
団
法
人

東
京
都
木
材
団
体
連
合
会
）
が
木
場
公
園

で
開
催
さ
れ
、
東
京
事
務
所
と
大
井
川
治

山
セ
ン
タ
ー
が
出
展
し
国
有
林
の
Ｐ
Ｒ
を

行
い
ま
し
た
。

こ
の
催
し
は
「
森
を
育
て
た
い
。
だ
か

ら
木
を
使
お
う
。
」
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
、

東
京
都
民
に
木
と
ふ
れ
あ
え
る
機
会
を
提

供
し
、
暮
ら
し
の
中
で
の
木
材
利
用
を
推

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

当
日
は
、
東
京
都
の
各
木
材
団
体
等
が

一
堂
に
会
し
、
木
工
教
室
等
の
木
と
ふ
れ

あ
う
体
験
や
木
製
品
の
展
示
販
売
、
木
造

住
宅
相
談
、
特
産
物
の
販
売
、
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
等
が
行
わ
れ
、
来
場
者
は
５
万
５

千
人
に
達
し
、
大
い
に
賑
わ
い
ま
し
た
。

東
京
事
務
所
で
は
、
木
工
品
や
木
酢
液

等
の
販
売
の
ほ
か
、
小
枝
の
も
っ
く
ん(

枝

を
切
り
取
り
、
人
に
見
立
て
て
作
る
キ
ー

ホ
ル
ダ
ー
な
ど)

、
木
の
実
の
リ
ー
ス
等

の
森
林
ク
ラ
フ
ト
体
験
を
行
う
と
と
も
に
、

ク
イ
ズ
を
出
題
し
小
笠
原
諸
島
の
世
界
自

然
遺
産
登
録
の
Ｐ
Ｒ
を
行
い
ま
し
た
。
ま

た
、
大
井
川
治
山
セ
ン
タ
ー
は
、
木
材
を

使
っ
た
治
山
事
業
の
パ
ネ
ル
紹
介
と
枝
で

作
っ
た
輪
ゴ
ム
鉄
砲
で
射
的
を
行
い
、
行

列
が
で
き
る
ほ
ど
の
大
変
な
人
気
で
し
た
。

（５）平成２３年１１月１日 関 東 森 林 管 理 局 第９２号

森
林
整
備
部

治
山
課

東
京
事
務
所

会場から望めるスカイツリー 射的に並ぶ親子連れ

津波により樹木が流失した海岸林

発表する大井川治山センター井上調査係長



徳
川
五
代
網
吉
公
や
諸
大
名
が
帰
依
し

き

え

た
高
僧
と
し
て
知
ら
れ
た
潮
音
道
海
禅
師

が
中
興
し
た
黄
檗
宗
黒
瀧
山
不
動
寺
（
群

お
う
ば
く
し
ゅ
う

く

ろ

た

き

さ

ん

ふ

ど

う

じ

馬
県
甘
楽
郡
南
牧
村
）
は
、
妙
義
荒
船
佐

久
高
原
国
定
公
園
の
南
東
に
位
置
し
て
入

山
者
を
迎
え
送
る
玄
関
口
に
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
山
寺
の
住
職
は
国
定
公
園
の

自
然
公
園
指
導
員
を
引
き
受
け
て
昨
年
の

３
月
ま
で
40
年
間
そ
の
お
役
目
を
務
め
て

お
り
ま
し
た
。

黒
瀧
山
は
日
東
岩
・
星
中
岩
・
月
西
岩

と
呼
ぶ
三
岩
が
立
ち
並
び
、
そ
の
岩
間
か

ら
竜
神
の
滝
が
深
山
の
静
け
さ
の
中
に
涸

れ
る
こ
と
な
い
神
韻
な
る
妙
音
を
響
か
せ

て
お
り
、
そ
の
源
は
国
有
林
と
な
っ
て
い

ま
す
。

こ
こ
に
山
寺
を
開
い
た
潮
音
禅
師
は
こ

の
幽
崖
に
舞
う
滝
し
ぶ
き
を
心
身
に
浴
び

れ
ば
悩
み
も
穢
れ
も
忽
ち
に
消
え
去
る
と

け

が

た
ち
ま

直
感
さ
れ
、
今
ま
で
求
め
つ
づ
け
て
来
た

我
が
念
に
適
う
霊
境
の
地
と
決
め
て
黒
瀧

の
山
を
本
寺
と
定
め
、
人
々
を
教
え
導
き
、

元
禄
６
年
に
は
全
国
に
末
寺
二
百
余
ヶ
寺

の
記
録
を
残
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
時
代
が
移
っ
て
山
寺
も
昔
の

形
態
と
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、
開
山
和
尚

か
ら
代
々
伝
わ
る
山
寺
を
守
る
気
概
を
大

切
に
受
け
継
い
で
日
々
の
活
動
が
続
い
て

お
り
ま
す
。

黒
瀧
山
か
ら
続
く
山
々
は
国
有
林
の
大

森
林
が
広
が
り
滝
峠
か
ら
ト
ヤ
山
、
毛
無

岩
そ
し
て
荒
船
山
へ
と
道
程
が
延
び
て
古

き
時
代
に
は
上
信
国
境
を
結
ぶ
隠
れ
た
峠

道
と
し
て
行
き
来
が
あ
り
、
修
験
行
者
が

黒
瀧
不
動
か
ら
荒
船
不
動
を
回
峰
し
た
行

者
道
の
伝
承
も
残
し
て
い
ま
す
。

私
も
折
り
あ
る
と
き
、
こ
の
古
道
を
山

の
仲
間
と
、
時
に
は
一
人
で
登
り
ま
す
。

年
ご
と
に
山
道
の
木
々
も
成
長
し
て
、
今

ま
で
足
を
休
め
た
時
に
見
ら
れ
た
各
処
の

絶
景
が
木
の
枝
葉
に
遮
ら
れ
て
残
念
に
思
っ

た
り
、
大
自
然
は
生
き
て
い
る
証
し
だ
と

納
得
し
な
が
ら
、
ト
ヤ
山
や
毛
無
岩
の
頂

上
に
立
っ
て
見
下
す
黒
滝
山
や
稲
含
山
、

ま
た
遠
く
に
関
東
平
野
の
一
望
の
中
に
群

馬
県
庁
、
上
毛
三
山
や
秩
父
の
山
並
、
谷

川
連
峰
等
々
展
望
し
て
山
登
り
回
峰
行
の

素
晴
ら
し
さ
を
体
感
し
、
訪
れ
る
山
人
た

ち
に
こ
の
山
々
の
環
境
、
大
自
然
を
守
る

大
切
さ
、
寺
の
歴
史
と
の
関
係
な
ど
伝
え

続
け
る
こ
と
も
山
寺
に
住
む
和
尚
の
務
め

の
一
つ
と
行
じ
て
い
ま
す
。

四
季
の
風
光
も
吹
き
渡
る
風
も
太
陽
の

光
り
も
大
古
の
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
と
思

い
つ
つ
も
、
こ
の
夏
は
コ
ノ
ハ
ズ
ク
（
仏

法
僧
）
が
鳴
か
ず
に
秋
を
迎
え
て
し
ま
い

ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災
や
福
島
原
発
災

害
、
異
常
気
象
な
ど
が
影
響
し
て
目
に
見

え
な
い
障
害
が
霊
鳥
仏
法
僧
の
活
動
を
押

さ
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
気
に

な
り
ま
す
。
広
く
て
大
き
な
国
有
林
の
果

た
す
自
然
回
復
力
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

眼下の森

平成２３年１１月１日 関 東 森 林 管 理 局 第９２号（６）

群馬県指定天然記念物 黒滝山のスギ

石段の奥には開山堂が

鐘楼脇にて
しょうろう



私の勤務する大芦森林事務所は、福島県西部、会津

地方の昭和村大芦地区に位置し、周囲を御前ヶ岳（標

高1,234㍍）をはじめとする山々に囲まれ、春の芽吹き、

夏のまばゆい緑、秋の色鮮やかな紅葉、冬には一面白

銀の世界となり事務所周辺での積雪は約２㍍と、四季

折々の自然豊かな素晴らしい姿を見せてくれます。

当事務所が所在している昭和村は、「からむし織の

里」として知られており、伝統織物の原料となる苧麻
か ら む し

のほかカスミソウの栽培が盛んに行われています。

苧麻は室町時代に会津藩主が栽培を奨励したことが

始まりで、現在はユネスコ無形文化遺産に登録されて

いる「小千谷縮・越後上布」の原料になります。一方、

カスミソウの栽培は、昭和50年代後半葉タバコの廃作

として始まり、現在では夏秋期の栽培面積全国１位と

なっています。

管理している国有林の面積は、ＪＲ山手線沿線内と

ほぼ同じ５千２百㌶あり、その約95㌫は保安林に指定

され、大部分が標高800㍍以上に位置しています。森

林の現況は、主に林齢40年生前後のカラマツやスギを

主とした人工林とブナ等の天然林で構成されています。

管内には、ブナの原生林など手つかずの自然が残さ

れている「大窪湿原」などがあり、その湿原をレクリ

エーションの森林として開放し、より魅力ある湿原と

して整備・活用することを村や地元教育機関と計画し

ています。

また、貴重な動植物や森林環境を保全するために設

定した「保護林」や、それらを結びつけて野生動植物

が移動し、生活の場を広げ、より多様で充実した森林

生態系を目指した「会津山地緑の回廊」（面積約105千

㌶、延長約100㌔㍍）などを設定しています。

今後は、森林のもつ公益的機能を更に発揮できるよ

う、一度に伐採して植林する施業から間伐方式による

抜き伐りを繰り返し、自然力を生かして天然林に誘導

していく施業を行い、生物多様性の確保に配慮した森

林整備を目指していきたいと思っています。

当事務所は、昔から地元の方々との親交が深く、現

在も森林官の旧呼称である「担当区さん」と気軽に声
た ん と う く

をかけていただき、村民運動会など村の行事に参加さ

せていただいています。

このような交流をきっかけに地元の方々の要望を把

握し、業務に反映できるよう、お互い支え合えるよう

な関係を築いていきたいと考えています。

自然が残されている「大窪湿原」

ブナ林

からむし織 （写真提供：福島県昭和村）

収穫調査中の筆者

（７）平成２３年１１月１日 関 東 森 林 管 理 局 第９２号

か ら む し



「雨飾山（標高1,963㍍）」は、上信越高原国立公
あまかざりやま

園の西端に位置し、新潟県糸魚川市と長野県北安曇

郡小谷村との県境に位置する頸城連峰の一つです。

雨飾山という名前の由来は、雨や天を祀る山であ

る「アマ山」から来ているという説や、山頂が双耳

峰なので両飾山、両粧山等と呼ばれていたが「両」

が「雨」になったという説があると言われています。

雨飾山には幾つかの登山道があり、両方の県から

山頂を目指すことができ、登山口のどちらにも〝秘

湯 〟 と 言 わ れ る 雨 飾 温 泉 （ 新 潟 県 側 ） や 小 谷 温 泉

（長野県側）があることもあって、人気の百名山の

一つとなっています。

新潟県側からのルートは、雨飾山荘前にある露天

風呂「都忘れの湯」のすぐ横から登山道が始まり、

石畳の坂を登ると稜線の「難所のぞき」に出ます。

そこからブナの林とナナカマド等の木々に囲まれた

急な登りが、「一ぷく処」を経て「中ノ池」まで続

きます。「中ノ池」からは急峻で浮き石が点在する

登山道になり、徐々に登りが緩やかになってくると

熊笹に覆われた「笹平」の分岐点が見えてきます。

その分岐点を右方向に進むと山頂に到達します。

山頂は360度のパノラマが開けており、北アル

プス、後立山連峰をはじめ、活火山の焼山や金山
うしろたてやま

に通じる茂倉尾根の豊かな山容や、日本海の水平

線を望むと、鋸岳、鬼ヶ面山、駒ヶ岳の連山が足
のこぎりたけ お に が つ ら や ま こ ま が た け

元に広がるなど雄大な眺望を楽しむことができま

す。

上越森林管理署では、森林パトロールなどを通

じ、雨飾山周辺における豊かな自然の保全や登山

者へのマナー向上を呼びかけています。

（上越森林管理署 広報広聴連絡官 伊藤 武徳）

あまかざりやま

新潟県側の〝秘湯〟「都忘れの湯」

中ノ池から山頂に向かう急坂から駒ヶ岳を右に日本海を眺望

雨飾山山頂から新潟県側登山ルートを望む

日
光
市
小
倉
山
「
野
鳥
の
森
」
周
辺
に
お
い
て
、

日
本
野
鳥
の
会
栃
木
と
の
共
催
に
よ
り
野
鳥
観
察
会

と
木
工
工
作
を
行
い
ま
す
。

そ
こ
に
生
息
す
る
野
鳥
を
観
察
し
な
が
ら
、
森
林

の
大
切
さ
を
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
。

実

施

日

平
成
23
年
12
月
4
日
（
日
）

開
催
場
所

栃
木
県
日
光
市
小
倉
山
国
有
林
周
辺

集
合
場
所

日
光
交
流
促
進
セ
ン
タ
ー
駐
車
場

募
集
人
員

30
名
（
先
着
順
）

申
込
方
法

日
光
森
林
管
理
署
へ
お
電
話
に

よ
り
申
し
込
み
願
い
ま
す
。

（
受
付
時
間

:

土
・
日
、
祝
日
を
除

く
９
時
00
分
～
17
時
00
分
）

申
込
締
切

平
成
23
年
12
月
2
日
（
金
）
た

だ
し
、
定
員
に
な
り
し
だ
い
受
付
を

終
了
し
ま
す
。

参

加

費

２
０
０
円

:

保
険
料
等
を
当
日
徴
収

（
中
学
生
以
下
無
料
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
せ
先

日
光
森
林
管
理
署

担
当:

業
務
課

森
林
ふ
れ
あ
い
係

〒
321-

1274

栃
木
県
日
光
市
土
沢
１
４
７
３-

１

電
話
番
号
（
０
２
８
８
）
２
２-

１
０
６
９

lhttp://w
w
w
.rinya.m

aff.go.jp/kanto/nikkou/new
s/index.htm

l

平成２３年１１月１日 関 東 森 林 管 理 局 第９２号（８）

発

行

所

関

東

森

林

管

理

局

編

集

総

務

課

■

Ｔ
Ｅ
Ｌ
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０
２
７
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２
１
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‐
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■
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２
７
）
２
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‐
１
１
５
９


