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今
後
、
戦
略
会
議
は
四
半
期
に
一
度

の
ペ
ー
ス
で
開
催
し
、
①
カ
ラ
マ
ツ
材

の
生
産
拡
大
、
②
カ
ラ
マ
ツ
材
の
安
定

供
給
（
民
国
連
携
シ
ス
テ
ム
販
売
の
推

進
、
新
た
な
中
間
土
場
の
整
備
）、
③

地
域
内
で
の
高
付
加
価
値
化
（
木
曽
町

の
木
の
産
業
づ
く
り
事
業
の
支
援
な

ど
）
を
柱
に
、
木
曽
の
カ
ラ
マ
ツ
活
用

の
具
体
の
戦
略
方
針
を
検
討
し
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

【
木
曽
森
林
管
理
署
】

　

七
月
十
九
日
、
長
野
県
木
曽
町
役
場

に
お
い
て
、
利
用
期
を
迎
え
た
木
曽
地

域
の
カ
ラ
マ
ツ
の
生
産
拡
大
、
流
通
体

制
の
整
備
、
地
域
内
で
の
高
付
加
価
値

化
を
目
指
す
「
木
曽
カ
ラ
マ
ツ
活
用
戦

略
会
議
」が
開
催
さ
れ
、
木
曽
町
長（
木

曽
森
林
組
合
長
兼
務
）、
木き

そ祖
村
長
、

王お
う
た
き滝
村
長
、木
曽
官
材
市
売
協
同
組
合
、

木
曽
木
材
工
業
協
同
組
合
、
木
曽
地
域

振
興
局
長
及
び
当
署
署
長
な
ど
民
国
の

関
係
者
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

こ
の
戦
略
会
議
は
、
民
国
連
携
に
よ

る
従
来
の
「
木
曽
谷
流
域
森
林
整
備
推

進
協
議
会
」
を
よ
り
実
効
性
の
あ
る
も

の
と
す
る
た
め
、
①
情
報
発
信
、
②
カ

ラ
マ
ツ
活
用
、
③
ヒ
ノ
キ
活
用
を
図
る

新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。今
年
度
は
、

木
曽
カ
ラ
マ
ツ
戦
略
方
針
を
策
定
し
、

関
係
者
の
合
意
形
成
・
認
識
共
有
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
戦
略
会
議
で
は
、
五
月
に

ノ
ー
ス
ジ
ャ
パ
ン
素
材
流
通
協
同
組
合

鈴
木
理
事
長
を
招
い
て
行
わ
れ
た
勉
強

会
や
カ
ラ
マ
ツ
先
進
地
の
岩
手
県
へ
の

視
察
結
果
を
踏
ま
え
「
カ
ラ
マ
ツ
材
を

普
通
に
使
用
す
る
こ
と
へ
認
識
を
改
め

る
」
等
、
木
曽
カ
ラ
マ
ツ
へ
の
期
待
を

込
め
た
前
向
き
な
意
見
が
多
く
出
さ
れ

ま
し
た
。

　

木
曽
谷
流
域
の
人
工
林
は
ヒ
ノ
キ
の

次
に
カ
ラ
マ
ツ
の
蓄
積
が
多
く
、
特
に

北
部
三
町
村
（
木
曽
町
・
木
祖
村
・
王

滝
村
）
を
中
心
に
、
約
二
万
㌶
に
約

五
四
〇
万
立
方
㍍
の
蓄
積
を
有
す
る
優

良
な
カ
ラ
マ
ツ
の
産
地
で
も
あ
り
ま
す

（
下
図
参
照
）。

民
国
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

�

木
曽
カ
ラ
マ
ツ
の
活
用
へ

�

～
生
産
拡
大
へ
戦
略
会
議
を
発
足
～

民国連携事業の一環として活用している藪原土場に集積されたカラマツ

木曽カラマツ活用戦略会議の様子

❽❽



第 245号 令和６年８月〈各地からの便り〉〈各地からの便り〉

の
兆
候
な
ど
を
把
握
し
た
場
合
に
は
、

い
ち
早
く
状
況
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
け

る
よ
う
、
事
業
体
と
の
意
見
交
換
を
経

て
本
協
定
を
締
結
す
る
に
至
り
ま
し

た
。

　

今
後
も
関
係
事
業
体
等
の
協
力
を
得

な
が
ら
、
管
内
の
国
有
林
を
管
理
し
、

地
域
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

【
飛
騨
森
林
管
理
署
】

　

七
月
二
十
五
日
、
飛
騨
森
林
管
理
署

は
、
名
古
屋
林
業
土
木
協
会
の
久く

ぐ

の
々
野

高
山
・
古ふ

る
か
わ川
・
神か
み
お
か岡
・
荘
し
ょ
う
か
わ川
各
支
部
及

び
名
古
屋
造
林
素
材
生
産
事
業
協
会

と
、
山
地
災
害
の
兆
候
等
の
情
報
伝
達

に
関
す
る
協
定「
国
有
林
見
守
り
隊（
み

ま
森
た
い
）協
定
」を
締
結
し
ま
し
た
。

　

集
中
豪
雨
や
台
風
等
に
よ
り
大
き
な

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、「
中
部

森
林
管
理
局
に
お
け
る
国
有
林
防
災
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
に
関
す
る
協
定
」
に

基
づ
い
て
情
報
収
集
等
の
協
力
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
協
定
は
こ

れ
を
補
完
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

当
署
が
管
轄
す
る
国
有
林
の
面
積

は
、
中
部
局
管
内
で
最
も
大
き
く
（
約

十
二
万
㌶
）、
奥
地
で
発
生
し
た
山
地

災
害
や
、
森
林
や
河
川
の
変
化
、
林
道

の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
多

く
の
時
間
と
手
間
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
一
方
、
近
年
、
温
暖
化
な
ど
の
影

響
に
よ
り
、
局
地
的
な
豪
雨
の
発
生
が

増
加
傾
向
に
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
山
地

災
害
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
ま
す
が
、
前

述
し
た
と
お
り
、
豪
雨
等
に
よ
る
状
況

の
変
化
を
す
べ
て
迅
速
に
把
握
す
る
こ

と
は
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
日
頃
よ
り
管
内
の
国
有

林
で
森
林
整
備
や
森
林
土
木
事
業
な
ど

を
実
施
し
て
い
る
事
業
体
の
皆
さ
ま
か

ら
、
森
林
や
河
川
の
異
変
な
ど
、
災
害

災
害
の
兆
候
を
す
ば
や
く
伝
え
る

�「
国
有
林
み
ま
森
た
い
」協
定
を
締
結協定書へサインする関係者

サインした協定書を手にする関係者（中央は飛騨森林管理署長）

　飛騨森林管理署が管轄する国有林は約12万
haと広大ですが、その所在地は飛騨署管内の
２市１村（飛騨市、高山市、大野郡白川村）に広
く分散しています。各地の地名などから付けら
れた国有林の名称は、林道などを除いて120以
上あり、こちらも中部局管内で最も多くなって
います。これらのうち、読み方の難しい国有林
名をいくつか紹介します。

阿多粕 アタガス 蓼之俣谷 タデノマタタニ
大雨見 オオアマミ 丁子口 チョウジグチ
尾上郷 オガミゴウ 寺附 テラヅキ
折敷地 オシキジ 鈍引沢 ドンビキザワ
帰雲 カエリグモ 馬狩 マガリ
柏当 カシアテ 孫十郎尾 マゴジュウロウ

上小鳥 カミオドリ 万波 マンナミ
切雲 キリモ 無数河 ムスゴウ

三方崩 サンポウクズレ 六厩川 ムマイガワ
千間樽 センゲンダル 森茂 モリモ

〈飛騨森林管理署の国有林は面積が大きいだけでなく、所在地も広く分散しています〉

❾❾❿❿



今 

は 

昔 

の 

林 

業

今 

は 

昔 

の 

林 

業

中
部
森
林
管
理
局
総
務
課

　
　
　

  

井
上 

日
呂
登

第40回

い
の
う
え

ひ

　
　ろ

　
　と

シリーズ
秘
蔵
写
真

秘
蔵
写
真

　
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
写
真
は
、
当
局
サ
イ
ト

「
モ
ノ
ク
ロ
森
林
紀
行
」
で
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
カ
ラ
ー
写
真
の
な
い
時
代
へ
時
を
超
え

て
！
む
か
～
し
の
写
真
を
紹
介
す

る
サ
イ
ト
で
す
。

　
当
サ
イ
ト
へ
は
、
コ
ー
ド
を
読

み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　今
は
昔
、山
村
に
暮
ら
す
人
々
と
そ
の
生
業
と
し
て
の

林
業
を
当
局
秘
蔵
の
写
真
と
と
も
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

令和６年８月 第 245号

「
裏
木
曽
」そ
の
四

斧
に
よ
る
伐
採

　

長
野
県
側
の「
木
曽
」と
同
様
に
、「
裏
木
曽
」に
お

い
て
も
木
の
伐
採
に
は
主
に
斧
（
ヨ
キ
）
の
み
が
用
い

ら
れ
て
い
ま
し
た（
大
正
時
代
初
め
頃
ま
で
）。

　

斧
を
用
い
た
伐
採
は
大
き
な
音
が
出
ま
す
の
で
、

江
戸
時
代
に
木
曽
・
裏
木
曽
地
域
を
領
し
て
い
た
尾

張
藩
が
わ
ざ
と
斧
を
使
わ
せ
て
い
た
と
い
う
説
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
江
戸
時
代
頃
の
鋸の

こ

の
性
能
も
決
し

て
良
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
斧
で

の
伐
採
が
鋸
よ
り
も
効
率
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
太
い
木
を
伐
る
場
合
に
は
三
方
向
か
ら
斧
で

空
洞
を
空
け
て
か
ら
伐
採
す
る「
三み

ツつ

緒お

伐ぎ

り
」（
木
曽

で
は「
三み

ツつ

紐ひ
も

伐ぎ

り
」）と
呼
ば
れ
る
方
法
が
取
ら
れ
ま

し
た
。こ
の
技
法
は「
三み

ツつ

伐ぎ

り
」「
台だ
い

伐ぎ

り
」「
鼎
か
な
え

伐ぎ

り
」

と
い
っ
た
様
々
な
呼
称
も
あ
り
、「
三
ツ
緒
伐
り
」
の

名
も
定
着
し
た
の
は
比
較
的
近
年
の
こ
と
で
は
な
い

か
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

大
正
時
代
頃
か
ら
は
鋸
も
組
み
合
わ
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
昭
和
三
十
年
代
に
は
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
が
伐

採
の
主
役
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

「付知川に於ける材木伐出の沿革と繪解」より「付知川に於ける材木伐出の沿革と繪解」より
“伐採”（明治末頃の伐採のイメージ）“伐採”（明治末頃の伐採のイメージ）

昭
和
二
十
年
代
頃
、
現
在
の
東
濃
森
林
管
理
署
加
子
母
裏
木
曽
国
有

昭
和
二
十
年
代
頃
、
現
在
の
東
濃
森
林
管
理
署
加
子
母
裏
木
曽
国
有

林
で
の
斧
に
よ
る
大
材
伐
採
の
様
子

林
で
の
斧
に
よ
る
大
材
伐
採
の
様
子

大
正
時
代
、
裏
木
曽
で
の
神
宮
（
伊
勢
）
の
式
年
遷
宮
関
連
行
事
で

大
正
時
代
、
裏
木
曽
で
の
神
宮
（
伊
勢
）
の
式
年
遷
宮
関
連
行
事
で

伐
採
さ
れ
る
大
樹
（
お
そ
ら
く
現
在
の
東
濃
森
林
管
理
署
加
子
母
裏

伐
採
さ
れ
る
大
樹
（
お
そ
ら
く
現
在
の
東
濃
森
林
管
理
署
加
子
母
裏

木
曽
国
有
林
）。
大
正
時
代
の
「
三
ツ
緒
伐
り
」
の
様
子
を
見
る
こ

木
曽
国
有
林
）。
大
正
時
代
の
「
三
ツ
緒
伐
り
」
の
様
子
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

❿❿



国
有
林
の
現
場
の
最
前
線
で
、
働
く

森
林
官
の
仕
事
や
、
管
轄
す
る
地
域

の
特
色
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

シリーズ

森
林
官
か
ら
の
便
り

森
林
官
か
ら
の
便
り

第 245号 令和６年８月〈シリーズ／森林官からの便り〉〈シリーズ／森林官からの便り〉

長良川と金華山国有林

森林教室の様子

インターンシップの生徒とともに

【
岐
阜
森
林
管
理
署

 
岐
阜
森
林
事
務
所
】

 

地
域
統
括
森
林
官
　
奥
田
　
学

　

岐
阜
森
林
事
務
所
は
、
岐
阜
市
の
中

心
部
に
位
置
す
る
金き
ん
か
ざ
ん

華
山
の
ふ
も
と
の

岐
阜
公
園
に
隣
接
し
、
岐
阜
市
、
関せ
き

市
、

美み

の濃
市
、
山や
ま
が
た県
市
に
所
在
す
る
国
有
林

一
、二
四
六
㌶
を
管
理
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
金
華
山
国
有
林

（
一
九
八
㌶
）は
、
日
本
三
大
清
流
の
一

つ
で
あ
り
鵜う

か
い飼
で
有
名
な
長な
が
ら良
川
と
一

体
と
な
っ
た
風
景
美
を
引
き
出
す
背
景

林
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
山
頂

に
は
岐
阜
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い

る
岐
阜
城
が
そ
び
え
、
ア
ラ
カ
シ
、
ツ

ブ
ラ
ジ
イ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
の
ほ

か
、
ヒ
ノ
キ
、
マ
ツ
等
の
常
緑
針
葉
樹

が
混
生
し
、
豊
か
な
自
然
景
観
が
見
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
昆
虫
や
野
鳥
も
数
多

く
見
ら
れ
、
自
然
観
察
や
散
策
等
に
適

し
て
お
り
、
特
に
優
れ
た
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
森
で
あ
る
と
し
て
「
日
本
美

し
の
森 

お
薦
め
国
有
林
」
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
ふ
も
と
か
ら
山
頂
ま
で
は

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
や
遊
歩
道
な
ど
が
整
備

さ
れ
、
多
く
の
市
民
や
観
光
客
に
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
貴
重
な
森
林
生
態
系
な
ど
を
保

全
す
る
た
め
、
歩
道
な
ど
の
巡
視
や
マ

ナ
ー
の
啓
発
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
地
元
の
学
校
が
行
う

森
林
環
境
教
育
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
に

よ
る
森
林
づ
く
り
活
動
の
場
と
し
て

フ
ィ
ー
ル
ド
を
提
供
し
た
り
、
こ
う
し

た
活
動
に
参
加
す
る
な
ど
の
協
力
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
金
華
山
周
辺
で
イ
ノ
シ

シ
の
目
撃
情
報
な
ど
が
多
く
寄
せ
ら

れ
、
散
策
す
る
方
へ
の
被
害
も
懸
念
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
岐
阜
大
学
や
岐
阜
市

な
ど
と
「
岐
阜
市
金
華
山
一
帯
の
イ
ノ

シ
シ
被
害
対
策
協
議
会
」
を
設
立
し
、

地
域
と
連
携
し
て
森
林
パ
ト
ロ
ー
ル
や

登
山
者
等
へ
の
注
意
喚
起
、
藪
の
刈
払

い
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

■
未
来
の
担
い
手
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

私
が
こ
の
職
場
に
入
っ
て
か
ら
四
十

年
近
く
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
頃
に
植

え
ら
れ
た
木
を
伐
採
す
る
の
は
ま
だ
ま

だ
先
の
話
で
す
。

　

森
林
は
長
い
年
月
を
か
け
て
育
て
て

い
く
も
の
で
あ
り
、
責
任
あ
る
仕
事
で

す
。国
民
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、

未
来
を
担
う
み
な
さ
ん
に
国
有
林
の
森

林
づ
く
り
を
引
き
継
い
で
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。
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シリーズ

「
私
の
森
語
り
」

「
私
の
森
語
り
」

も
り
か
た

も
り
か
た

森
林
・
林
業
と
の
関
わ
り
の
中
で
、

様
々
な
課
題
に
挑
戦
さ
れ
て
い
る
方

の
取
組
を
紹
介
し
ま
す
。

森
林
・
林
業
と
の
関
わ
り
の
中
で
、

様
々
な
課
題
に
挑
戦
さ
れ
て
い
る
方

の
取
組
を
紹
介
し
ま
す
。

令和６年８月 第 245号〈シリーズ「私の森語り」〉〈シリーズ「私の森語り」〉
「
木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中
、

  

そ
こ
に
長
く
息
づ
く
人
々
の
暮
ら
し
、

 

そ
し
て
何
よ
り
笑
顔
を
大
切
に
し
たい
」

■
自
己
紹
介

　

弊
社
は
、
木
曽
の
木
材
、
観
光
、
製

造
等
各
産
業
を
支
え
て
き
た
人
々
の
生

き
様
、
笑
顔
を
発
信
し
、
木
曽
地
域
を

活
性
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
社
名

に
も
木
曽
の
人
々
へ
の
思
い
を
込
め
て

い
ま
す
。

■
活
動
内
容

　

フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
の
発
刊
、
Ｆ
Ｍ
ラ

ジ
オ
の
検
討
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
の
仕

掛
け
と
運
営
、
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
発

信
な
ど
夢
い
っ
ぱ
い
に
大
風
呂
敷
を
拡

げ
て
活
動
を
開
始
し
、
今
年
で
十
年
目

を
迎
え
ま
す
。
お
陰
様
で
フ
リ
ー
ペ
ー

パ
ー「
木
曽
人
」の
地
域
で
の
認
知
度
も

上
が
り
、
今
年
の
九
月
に
は
四
十
号
発

行
と
な
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ

の
事
業
と
し

て
、
廃
業
し

た
ド
ラ
イ
ブ

イ
ン
の
営
業

を
再
開
し
ま

し
た
。
こ
の

施
設
の
テ
ラ

ス
か
ら
は
、

日
本
遺
産
、

国
定
公
園
に

指
定
さ
れ
て

い
る
「
寝
覚

の
床
」
を
眺

め
る
こ
と
が

で
き
、
全
盛

期
に
は
年
間

五
十
万
人
が

訪
れ
、
木
曽

観
光
の
中
心

■
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

現
在
も
こ
れ
か
ら
も
、
官
民
一
体
と

な
っ
て
こ
の
観
光
施
設
を
中
心
に
活

動
・
情
報
発
信
を
続
け
な
が
ら
、
森
林

浴
発
祥
の
地
で
あ
る
赤
沢
自
然
休
養

林
、
御
嶽
山
、
木
曽
駒
ヶ
岳
な
ど
近
隣

町
村
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
へ
の
誘
客
、
送

客
を
担
っ
て
い
き
ま
す
。

　
「
木
の
国
木
曽
」を
町
内
外
に
、
そ
し

て
国
内
外
に
届
く
よ
う
に
、
ま
た
、
木

曽
が
さ
ら
に
活
性
化
す
る
一
助
に
な
る

よ
う
発
信
し
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
木
曽
で
は
、
二
十
年
に
一

度
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
二
〇
二 

五
年
六
月
に
上
松
町
で
「
伊
勢
神
宮
御

杣
始
祭
」、
木
曽
郡
全
体
で
盛
り
上
げ

る「
ご
神
木
祭
」

が
開
催
さ
れ
ま

す
。
併
せ
て
発

信
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
ど
う

ぞ
木
曽
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

■
連
絡
先

　
長
野
県
木
曽
郡
上
松
町

　
　
　
小
川
寝
覚
二
四
〇
九

　
一
般
社
団
法
人 

木
曽
人

地
、
ハ
ブ
と
し
て
地
域
の
発
展
に
貢
献

し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
御
嶽
山
の

噴
火
、
大
型
バ
ス
の
相
次
ぐ
事
故
、
道

の
駅
開
業
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
来
訪

者
が
激
減
し
、
更
に
オ
ー
ナ
ー
が
病
に

伏
し
た
た
め
、
十
一
年
前
に
閉
館
し
ま

し
た
。
そ
の
当
時
、「
日
本
一
観
光
客

の
減
っ
た
町
」
と
い
う
不
名
誉
な
烙
印

を
押
さ
れ
て
し
ま
い
、
こ
の
ま
ま
で
は

町
の
、
そ
し
て
木
曽
の
観
光
、
産
業
の

危
機
だ
と
感
じ
、
施
設
を「
ね
ざ
め
亭
」

と
命
名
し
て
運
営
に
乗
り
出
し
ま
し

た
。
し
か
し
一
度
減
っ
た
お
客
様
の
獲

得
は
厳
し
く
、
今
な
お
猛
威
を
振
る
っ

て
い
る
コ
ロ
ナ
に
よ
り
、
苦
し
い
経
営

状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

一般社団法人木
き そ じ ん

曽人
理事長
山田　弘

フリーペーパー　木曽人ねざめ亭（外観）

テラスから望む「寝覚の床」
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第 245号 令和６年８月

　国有林野には、世界自然遺産を始めとする原生的な森林生態系を有する森林や、希少な野生生
物の生育・生息の場となっている森林が多く残されています。
　国有林野事業では、1915 年（大正４年）以降、こうした貴重な森林を「保護林」として設定し、
森林や野生生物等の状況変化に関する定期的なモニタリング調査を実施して、森林の厳格な保護・
管理を行っています。

お問い合わせ先：計画保全部計画課  ダイヤルイン：026-236-2612
※詳細は、コードを
　読み込んでください。

所在地所在地
　長野県北安曇郡小谷村　長野県北安曇郡小谷村

★★

シリーズ

中
部
の
保
護
林（
第
40
回
）

中
部
の
保
護
林（
第
40
回
）

豪
雪
地
に
生
き
る
ス
ギ
天
然
林

豪
雪
地
に
生
き
る
ス
ギ
天
然
林

風
吹
ス
ギ
遺
伝
資
源
希
少
個
体
群
保
護
林

風
吹
ス
ギ
遺
伝
資
源
希
少
個
体
群
保
護
林

か
ざ
ふ
き

か
ざ
ふ
き

設
定
目
的

設
定
目
的

　
長
野
県

　
長
野
県
小小お
た
り
む
ら

お
た
り
む
ら

谷
村
谷
村
に
原
生
状
態
で
生
育
し
て

に
原
生
状
態
で
生
育
し
て

お
り
、
我
が
国
有
数
の

お
り
、
我
が
国
有
数
の
豪
雪
地
帯
に
ま
と

豪
雪
地
帯
に
ま
と

ま
っ
て

ま
っ
て
生
育
す
る
ス
ギ
天
然
林
は
希
少
で
あ

生
育
す
る
ス
ギ
天
然
林
は
希
少
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
遺
伝
資
源
と
し
て
ス
ギ
の
個

る
こ
と
か
ら
、
遺
伝
資
源
と
し
て
ス
ギ
の
個

体
群
の
保
護
・
管
理
を
し
て
い
ま
す
。

体
群
の
保
護
・
管
理
を
し
て
い
ま
す
。

地
況
・
林
況

地
況
・
林
況

　
小
谷
村
の
姫
川
へ
流
れ
込
む
沢
の
上
流

　
小
谷
村
の
姫
川
へ
流
れ
込
む
沢
の
上
流

部
、
南
向
き
斜
面
に
位
置
し
ま
す
。

部
、
南
向
き
斜
面
に
位
置
し
ま
す
。

　
ス
ギ
を
主
体
と
し
、
ブ
ナ
、
カ
エ
デ
等
が

　
ス
ギ
を
主
体
と
し
、
ブ
ナ
、
カ
エ
デ
等
が

混
交
す
る
天
然
林
が
分
布
し
て
い
ま
す
。

混
交
す
る
天
然
林
が
分
布
し
て
い
ま
す
。
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令和６年８月 第 245号

編 集 長 だ よ り
（中部の森林へのご意見・ご要望等
の投稿は、migoro＠maff.go.jp
まで電子メールでお送りください。）

　暑い日が続きます。最高気温が35℃以上の日を指す「猛暑日」は、17年
前の2007年から気象の用語として使われるようになったそうです。
　気象庁の発表によると、日本の７月の平均気温は、統計を開始した
1898年以降最高を記録し、過去30年間の平均値より2.16℃も高くなり
ました。単純に標高換算すると約350m高い地点の気温がこれまでの平
均値に近いことになります。なお平均値算出には、都市化による影響が
比較的小さく、地域的に偏りなく分布するよう選定された全国15地点の
観測値を用いています。このうち２地点は中部局管内にあり、富山県の
伏木、長野県の飯田が選定されています。都市化の影響を受ける場所の
平均気温はさらに高いことでしょう。みなさま、どうぞご自愛ください。

　「とっていいのは写真だけ。
持って帰るのはゴミと思い出。」
どこかで聞いたり、言われた記
憶はないでしょうか。今後も変
わることはない大切な言葉だと
思います。また、誰もがスマホ
で気軽にいつでもどこでも撮影
できますが、その際には自分の
足の位置にも気を配るようにし
たいものです。

◇
自
己
㏚

　

元
々
は
東
京
都
の
出
身
で
す
が
、

縁
あ
っ
て
二
〇
〇
六
年
か
ら
十
四
年

間
沖
縄
県
の
石
垣
島
に
居
住
し
て
お

り
ま
し
た
。

　

二
〇
二
〇
年
か
ら
は
、
信
州
松
本

に
居
を
移
し
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま

す
。

　

西
に
は
北
ア
ル
プ
ス
、
東
に
は
美
ヶ

原
高
原
を
望
み
、
美
味
し
い
「
水
」
に

も
恵
ま
れ
幸
せ
な
生
活
を
送
っ
て
い

ま
す
。

◇
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
に
応
募
し
た
理
由

　

こ
の
美
味
し
い
「
水
」
は
松
本
平
を

取
り
囲
む
山
々
が
生
み
の
親
で
は
な

い
か
？
と
の
素
朴
な
疑
問
か
ら
、
自

然
環
境
に
興
味
を
持
ち
始
め
ま
し
た
。

　

自
然
環
境
と
し
て
の
対
象
が
「
山
」

で
あ
り
「
樹
木
」
と
な
り
、
今
回
の
国

有
林
モ
ニ
タ
ー
へ
応
募
し
た
次
第
で

す
。

◇
国
有
林
に
期
待
す
る
こ
と

　

現
在
、
長
野
県
自
然
保
護
レ
ン

ジ
ャ
ー
と
し
て
自
然
公
園
な
ど
を
巡

回
し
、
利
用
者
に
対
し
適
切
な
利
用

や
動
植
物
の
保
護
等
の
マ
ナ
ー
啓
発

活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

国
有
林
に
つ
い
て
は
、
個
人
的
に

「
針
葉
樹
が
多
い
」「
薄
暗
い
」「
有
効
活

用
さ
れ
て
い
な
い
」「
人
の
出
入
り
が

な
い
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
少
し
で

も
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
…
と

考
え
て
い
ま
す
。
有
効
活
用
と
い
う

点
で
は
、住
宅
用
材
や
薪
材
、キ
ノ
コ・

山
菜
の
採
取
な
ど
が
思
い
浮
か
び
ま

す
。
ま
た
、
散
策
コ
ー
ス
な
ど
を
増

や
し
て
森
林
浴
な
ど
を
楽
し
む
場
が

多
く
な
れ
ば
い
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

モ
ニ
タ
ー
活
動
を
通
じ
て
国
有
林
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
た
い
と
思
い
ま

す
。

（
写
真
：
霧
ヶ
峰
高
原
車
山
山
頂
に
て
）

糸木 浩之
（長野県）

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
の
ご
紹
介

　

デ
ジ
タ
ル
森
林
紀
行
（
デ
ジ
森
）
で

は
、森
林
が
織
り
な
す
美
し
い
風
景
を
、

ご
自
宅
で
も
ご
覧
に
な
れ
る
よ
う
紹
介

し
て
い
ま
す
。風
景
の
色
を
テ
ー
マ
に
、

写
真
を「
青
」「
緑
」「
黄
」「
白
」の
四
つ
に

分
類
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
お

気
に
入
り
の
風
景
を
見
つ
け
て
お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。

デ
ジ
森
は
こ
ち
ら
か
ら
→

デジタル森林紀行デジタル森林紀行

デ
ジ
タ
ル
森
林
紀
行
へ

�

ご
来
訪
く
だ
さ
い
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複合経営化支援保証のご案内
①造林・育林、②素材生産、③木材・木製品製造、④林業種苗生産、⑤薪炭生産、⑥きの

こ生産、⑦木材卸売、⑧木材製品利用のうち、いずれかの事業を３期以上営んでいる方が当
該事業とは異なる事業を新たに複合して経営する場合にご利用いただけます。
最大５年間保証料免除ができるため、複合経営をお考えの方の負担を最小限に抑えること

が可能です。
素材生産業を営む方が造林・育林業と一体的に取り組まれるケースなどにもご利用いただ

けます。 ※融資及び保証については一定の審査をさせていただきます。

New!

林業の保証実績豊富な（独）農林漁業信用基金 がご提供

お気軽にご相談ください。

ご利用対象者 上記①～⑧のいずれかを営む方 ※諸条件がございますのでお問い合わせください。

保証限度額 最大６億円（他の保証分も含む） 保証期間
運転資金：７年以内
設備資金：15年以内

返済方法 一括返済／分割返済 保証料 免除（最大で５年間）

貸付利率 金融機関所定の利率 貸付方式 手形貸付／証書貸付

保証人・担保
ご利用条件により連帯保証人や担
保が必要となる場合があります。

出資金
保証額に応じた出資金が必要です。
(完済後、ご請求により払戻します。)

申込窓口
お近くの金融機関へ直接お申込みください。
取扱い金融機関：
https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/jigyousya/default202306061010.html

相談窓口

独立行政法人農林漁業信用基金
林業信用保証管理部／林業信用保証業務部
電話：03-3434-7825（地方公共団体又は事業者の方）
電話：／03-3434-7826、7827（融資機関又は保証ご利用の方）
URL：https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/index.html

https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/jigyousya/default202306061010.html
https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/index.html
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