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Special Feature
Ar t icle

特集

計
画
課

令
和
元
年
度

地
域
管
理
経
営
計
画
等
の
策
定
に
つ
い
て

　

東
北
森
林
管
理
局
で
は
、
東
北
５

県
の
17
森
林
計
画
区
毎
に
地
域
管
理

経
営
計
画
及
び
国
有
林
野
施
業
実
施

計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
地
域
管

理
経
営
計
画
は
国
有
林
野
の
管
理
経

営
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め

た
計
画
で
あ
り
、
こ
の
計
画
に
即
し

て
国
有
林
野
施
業
実
施
計
画
を
策
定

し
て
い
ま
す
。
国
有
林
野
施
業
実
施

計
画
は
、
具
体
的
な
国
有
林
野
の
伐

採
、
造
林
等
の
箇
所
や
量
を
定
め
た

計
画
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
は
、
三
八
上
北
、
大

槌
・
気
仙
川
、
雄
物
川
、
最
上
村

山
の
４
森
林
計
画
区
で
計
画
を
策
定

し
、
下
北
、
馬
淵
川
上
流
、
久
慈
・

閉
伊
川
、
北
上
川
中
流
、
宮
城
南
部
、

米
代
川
、
置
賜
の
７
森
林
計
画
区
で

計
画
の
変
更
を
行
い
ま
し
た
（
下
北

及
び
馬
淵
川
上
流
は
国
有
林
野
施
業

実
施
計
画
の
み
の
変
更
）。

　

計
画
の
策
定
及
び
変
更
に
当
た
っ

て
は
、
地
域
住
民
か
ら
の
意
見
や
要

望
を
伺
う
た
め
の
住
民
懇
談
会
を
行

う
と
と
も
に
、
研
究
者
、
林
業
関
係

者
、
報
道
関
係
者
、
公
募
委
員
等
に

よ
り
構
成
さ
れ
る
森
林
計
画
等
に
関

す
る
検
討
会
委
員
か
ら
も
現
地
検
討

会
を
開
催
し
、
意
見
等
を
伺
い
ま
し

た
。

　

住
民
懇
談
会
に
つ
い
て
は
、
平
成

30
年
か
ら
平
成
31
年
に
か
け
て
三
八

上
北
、
大
槌
・
気
仙
川
、
雄
物
川
、

最
上
村
山
の
各
森
林
計
画
区
で
開
催

し
ま
し
た
。
懇
談
会
で
は
、
森
林
計

画
区
の
概
況
や
次
期
計
画
の
策
定
に

当
た
っ
て
の
基
本
方
針
を
説
明
し
た

後
、
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。
参

加
者
か
ら
は
、
「
病
虫
獣
害
を
め
ぐ

る
状
況
変
化
等
、
前
計
画
の
５
年
間

の
変
化
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
た
計
画

策定又は変更した森林計画区

住民懇談会の様子（最上村山森林計画区）

2April 2020 



Special Feature
Ar t icle

特集

計
画
課

令
和
元
年
度

地
域
管
理
経
営
計
画
等
の
策
定
に
つ
い
て

に
し
て
ほ
し
い
」
、
「
高
齢
級
秋
田
ス

ギ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
通
常
伐
期
で

の
立
木
販
売
を
検
討
し
て
ほ
し
い
」
、

「
ナ
ラ
枯
れ
対
策
な
ど
に
つ
い
て
、

相
談
に
乗
っ
て
ほ
し
い
」
、
「
国
有
林

か
ら
広
葉
樹
材
の
供
給
を
し
て
ほ
し

い
」
等
の
意
見
・
要
望
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。　
　

　

森
林
計
画
等
に
関
す
る
検
討
会
委

員
に
よ
る
現
地
検
討
会
に
つ
い
て
は
、

令
和
元
年
７
月
30
日
か
ら
31
日
の
２

日
間
に
わ
た
り
雄
物
川
森
林
計
画
区

内
の
秋
田
県
秋
田
市
及
び
仙
北
市
で

開
催
し
ま
し
た
。

　

本
現
地
検
討
会
は
、
先
の
住
民
懇

談
会
で
の
意
見
等
を
踏
ま
え
、
「
多

様
な
森
林
づ
く
り
の
推
進
に
向
け
た

広
葉
樹
択
伐
等
の
実
施
箇
所
の
更
新

状
況
に
つ
い
て
現
地
検
討
を
行
い
ま

し
た
。
今
回
の
現
地
検
討
会
で
は
あ

ら
か
じ
め
ド
ロ
ー
ン
で
撮
影
し
た
画

像
を
拡
大
し
て
示
し
た
り
、
現
地
で

実
際
に
ド
ロ
ー
ン
も
活
用
し
た
り
す

る
な
ど
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
説
明

と
な
る
よ
う
工
夫
を
し
ま
し
た
。

　

委
員
か
ら
は
、
「
針
広
混
交
林
化
を

森
林
の
多
面
的
機
能
を
向
上
さ
せ
る

た
め
の
取
組
と
し
て
国
民
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」、

「
若
手
職
員
の
意
見
を
大
胆
に
取
り

入
れ
て
い
る
の
は
評
価
す
べ
き
点
で
あ

る
」「
広
葉
樹
の
試
験
地
に
つ
い
て
は
、

振
り
返
る
こ
と
が
有
用
で
は
な
い
か

と
思
う
」
等
の
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

ま
た
、
「
素
材
生
産
事
業
体
と
生
産

者
を
つ
な
げ
て
良
い
材
を
出
せ
れ
ば
と

思
う
」、
「
ナ
ラ
枯
れ
対
策
と
し
て
の

広
葉
樹
の
伐
採
で
あ
れ
ば
、
利
用
と
一

緒
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
ナ
ラ
枯

れ
対
策
に
特
化
す
べ
き
」
等
の
ご
指

摘
も
頂
き
ま
し
た
。

　

住
民
懇
談
会
と
現
地
検
討
会
を

通
じ
て
得
ら
れ
た
貴
重
な
意
見
等
を

参
考
に
計
画
書
案
を
作
成
し
、
30
日

間
の
公
告
・
縦
覧
後
の
令
和
２
年
３

月
18
日
に
、
森
林
計
画
等
に
関
す
る

検
討
会
委
員
か
ら
意
見
等
を
伺
う
た

め
の
「
森
林
計
画
等
に
関
す
る
検
討

会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
鑑
み

て
本
年
は
書
面
で
の
開
催
と
な
り
ま

し
た
が
、
委
員
か
ら
は
、
「
下
刈
り

の
実
施
が
少
な
い
こ
と
で
人
工
林
の

成
林
状
況
に
問
題
は
な
い
か
」
、
「
天

然
更
新
の
成
否
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
」
と
い
っ
た
質
問
が
寄
せ
ら
れ
る

と
と
も
に
、
「
主
伐
時
、
間
伐
時
、

再
造
林
の
植
栽
時
、
下
刈
時
に
つ
い

て
も
、
生
物
多
様
性
に
配
慮
す
る
べ

き
」
、
「
引
き
続
き
気
候
変
動
等
に

よ
る
豪
雨
災
害
の
増
加
を
念
頭
に
柔

軟
に
計
画
の
変
更
を
し
て
ほ
し
い
」
、

森
林
施
業
」
「
民
国
連
携
し
た
ナ
ラ

枯
れ
対
策
」
「
広
葉
樹
択
伐
等
の
実

施
箇
所
の
更
新
状
況
」
を
テ
ー
マ
に

行
い
ま
し
た
。

　

１
日
目
は
岩
見
ダ
ム
（
秋
田
市
）

周
辺
に
お
い
て
、
多
様
な
森
林
づ
く

り
に
つ
い
て
現
地
検
討
を
行
い
、
施

業
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
固
定
観
念

に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
若
手
職
員
の

意
見
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る

こ
と
、
ク
マ
タ
カ
の
営
巣
地
に
配
慮

し
て
施
業
を
行
う
こ
と
等
の
説
明
を

行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ナ
ラ
枯
れ
対

策
に
つ
い
て
は
県
の
担
当
者
も
交
え

て
、
民
国
連
携
に
つ
い
て
説
明
を
行

い
ま
し
た
。

　

２
日
目
は
仙
北
市
に
現
地
を
移
し
、

クマタカの営巣地周辺での検討

ドローンで撮影した画像を利用した現地説明

ドローンを活用した現地検討
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「
今
後
も
様
々
な
分
野
に
お
い
て
施

業
集
約
化
等
、
民
国
連
携
を
進
め
て

い
た
だ
き
た
い
」
等
の
意
見
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
計
画
案
は
了
承
さ
れ
、

令
和
２
年
３
月
30
日
に
公
表
し
て
い

ま
す
。

　

令
和
２
年
度
は
、
東
青
（
青
森

県
）、
北
上
川
上
流
（
岩
手
県
）、

宮
城
南
部
（
宮
城
県
）、子
吉
川
（
秋

田
県
）
の
４
森
林
計
画
区
に
お
い
て
、

地
域
管
理
経
営
計
画
及
び
国
有
林
野

施
業
実
施
計
画
の
策
定
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　

い
ま
や
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る

「
市
民
の
舞
台（
市
民
劇
場
）」の
草
分
け「
遠

野
物
語
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
の
公
演
に
当
支
署

の
署
員
３
名
が
キ
ャ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
熱

演
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
第
45
回
記
念
公
演
と
し
て
遠
野

物
語
を
題
材
と
し
た
「
座
敷
わ
ら
し
の
白
い

花
」
が
２
月
22
日
か
ら
23
日
の
２
日
間
で
計

３
回
上
演
さ
れ
、
盗
賊
団
の
一
味
に
潜
入
さ

れ
た
長
者
一
家
が
破
滅
す
る
悲
劇
と
、
家
族

を
失
っ
た
長
者
の
孫
娘
を
庭
師
の
若
い
兄
弟

が
引
き
取
り
、
盗
賊
団
に
再
び
狙
わ
れ
な

が
ら
も
座
敷
わ
ら
し
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
家

族
を
再
生
す
る
人
間
模
様
が
演
じ
ら
れ
ま

し
た
。

　

参
加
し
た
署
員
は
、
多
忙
な
業
務
と
両

立
し
な
が
ら
、
年
度
末
の
約
３
ヶ
月
間
、
毎

晩
２
時
間
の
稽
古
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し

た
。
特
に
、盗
賊
団
の
首
領
役
の
森
林
官（
附

馬
牛
担
当
区
）
の
鈴
木
研
介
は
、
憎
た
ら
し

く
な
る
よ
う
な
迫
真
の
悪
党
ぶ
り
が
注
目

し
た
。

　

こ
れ
ま
で
も
署
員
た
ち
は
、
遠
野
ま
つ
り

の
「
地
域
み
こ
し
」
や
遠
野
さ
く
ら
ま
つ

り
の
「
南
部
氏
入
部
行
列
」
な
ど
に
も
参

加
し
て
お
り
、
業
務
だ
け
な
く
地
域
の
一
員

と
し
て
の
活
動
や
交
流
を
通
じ
て
、
地
域

と
国
有
林
の
相
互
理
解
が
深
ま
っ
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

冬
芽
の
あ
る
サ
ク
ラ
の
剪
定
枝
は
、
冬
の

寒
さ
に
あ
て
た
後
に
、
暖
か
い
場
所
で
水
に

活
け
て
お
く
と
花
芽
が
膨
ら
ん
で
、
や
が
て

開
花
し
ま
す
（
こ
れ
は
「
ふ
か
し
」
と
い

う
技
術
で
す
。）。

　

遠
野
支
署
で
は
、
こ
の
冬
に
構
内
の
カ
ス

ミ
ザ
ク
ラ
の
手
入
れ
を
行
い
多
数
の
剪
定
枝

が
生
じ
た
た
め
、
こ
れ
を
「
春
の
お
す
そ
分

け
」
と
し
て
、
市
内
の
観
光
・
交
流
施
設
等

に
提
供
し
、
市
民
や
訪
れ
た
方
々
に
一
足
早

い
春
の
訪
れ
を
感
じ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

ひ
と
月
以
上
早
く
咲
い
た
花
は
市
民
の

心
を
和
ま
せ
、
森
林
管
理
署
の
サ
ク
ラ
と

し
て
地
域
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な

ど
で
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

さ
れ
、
遠
野
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー

ス
で
も
国
有
林
で
の
勤
務
風
景
な
ど
が
特

集
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
遠

野
物
語
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
で

は
劇
中
に
伝

統
芸
能
や
バ

レ
エ
が
組
み

込
ま
れ
、
音

楽
も
市
民
に

よ
る
生
演
奏
・

生
合
唱
で
行

わ
れ
る
の
が

大
き
な
特
色

で
、
キ
ャ
ス

ト
以
外
に
も

署
員
が
ユ
ー

フ
ォ
ニ
ア
ム

を
演
奏
す
る

な
ど
、
地
域

の
一
大
行
事
に

複
数
の
署
員

が
参
加
し
ま

市
民
の
舞
台
で
署
員
が
熱
演
！

岩
手
南
部
森
林
管
理
署

遠
野
支
署

春
の
香
り
を
お
す
そ
分
け

会場が沸いたカーテンコール 盗賊の首領を演じる鈴木森林官

春のおすそ分け
( 写真提供 : 遠野市観光協会 )
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上
小
阿
仁
村
は
、
秋
田
県
の
ほ
ぼ

中
央
、
秋
田
市
か
ら
60
㎞
圏
内
に
あ

り
、
村
の
総
面
積
２
５
，６
７
２
ha
の

う
ち
森
林
面
積（
２
４
，２
５
１
ha
）

が
95
％
を
占
め
、
林
業
は
、
秋
田
ス

ギ
な
ど
の
豊
富
な
森
林
資
源
を
元
に

主
要
な
産
業
と
し
て
発
展
し
て
き
ま

し
た
。 

　
平
成
29
年
４
月
に
、
収
益
性
の
高

い
経
営
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
林
野
庁
の「
林
業
成
長
産
業
化
地

域
」
に
大
館
市
・
北
秋
田
市
・
上
小

阿
仁
村
の
２
市
１
村
で
構
成
す
る

「
大
館
北
秋
田
地
域
」に
選
定
さ
れ
、

林
業
を
軸
と
し
た
地
域
産
業
の
成
長

の
実
現
に
向
け
た
取
組
が
、
積
極
的

に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
の
ぞ
み
の
森
」の
活
動

　
上
小
阿
仁
支
署
と
上
小
阿
仁
中
学

校
は
２
０
１
５
年
、
森
林
環
境
教
育

推
進
を
目
的
と
し
た
森
林
教
室
、
自

然
観
察
、
下
草
刈
り
や
除
伐
、
枝
打

ち
と
い
っ
た
林
業
体
験
を
行
う

「
遊
（々
ゆ
う
ゆ
う
）の
森
」
の
協
定

を
締
結
。
小
沢
田
地
内
の
国
有
林
１

７
・
７
８
ha
を「
の
ぞ
み
の
森
」
と
命

名
し
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
、
体
験
林
業
を
10
月
21

日
に
小
沢
田
地
区
の
国
有
林
で
開

き
、
上
小
阿
仁
中
学
校
３
年
生
11
名

が
ス
ギ
の
枝
打
ち
な
ど
を
通
し
て
森

林
へ
の
理
解
を
深
め
ま
し
た
。

　
は
じ
め
に
支
署
長
よ
り
「
森
林
は

住
宅
や
家
具
な
ど
の
生
活
の
一
部
と

し
て
活
用
す
る
木
材
を
は
じ
め
、
地

球
温
暖
化
防
止
な
ど
の
森
林
の
持
つ

最
後
に「
コ
ブ
杉
」を
見
学
し
、
山
村

広
場
に
戻
り
ド
ロ
ー
ン
で
上
空
か
ら

見
学
し
た
天
然
秋
田
ス
ギ
な
ど
を
タ

ブ
レ
ッ
ト
上
で
確
認
し
ま
し
た
。

　
児
童
か
ら
は
、
「
天
然
秋
田
ス
ギ

と
人
工
の
秋
田
ス
ギ
の
違
い
は
？
」

「
コ
ブ
杉
の
コ
ブ
は
ど
う
し
て
で
き

る
の
？
」
な
ど
の
質
問
が
で
る
な

ど
、
森
林
に
つ
い
て
興
味
を
も
っ
て

く
れ
た
こ
と
を
実
感
し
、
中
学
生
に

な
り「
の
ぞ
み
の
森
」で
の
体
験
林
業

に
つ
な
が
っ
て
く
れ
れ
ば
と
感
じ
ま

し
た
。

　
ま
た
、
秋
田
県
・
上
小
阿
仁
村
・

地
元
森
林
組
合
等
と
連
携
し
、
地
元

の
保
育
園
児
及
び
そ
の
保
護
者
を
対

象
に
、
紙
芝
居
・
木
の
お
も
ち
ゃ
・

木
工
な
ど
木
育
活
動
の
展
開
を
し
て

い
ま
す
。
園
児
か
ら
中
学
生
ま
で
の

間
で
木
材
か
ら
森
林
・
林
業
に
親
し

む
き
っ
か
け
づ
く
り
を
行
い
、
「
次

代
に
つ
な
ぐ
森
林
」
を
意
識
し
な
が

ら
、
森
林
の
持
つ
役
割
や
大
切
さ
に

つ
い
て
伝
え
て
い
き
た
い
と
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

り
落
と
せ
る
よ
う
に
な
り
、
作
業
を

通
し
て
森
林
の
大
切
さ
を
実
感
す
る

と
と
も
に
、
森
林
の
持
つ
役
割
に
つ

い
て
も
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
け
た

と
思
い
ま
す
。

次
代
に
つ
な
ぐ
森
林
教
室

　
上
小
阿
仁
小
学
校
３
年
生
８
名
を

対
象
と
し
て
、
上
大
内
沢
自
然
観
察

教
育
林
内
で
森
林
教
室
を
10
月
30
日

開
催
し
ま
し
た
。

　
森
の
巨
人
た
ち
１
０
０
選
の
一
つ

の「
コ
ブ
杉
」ま
で
続
く
遊
歩
道
を
歩

き
な
が
ら
、
森
林
の
持
つ
機
能
や
役

割
に
つ
い
て
学
習
し
、
天
然
秋
田
ス

ギ
の
前
で
は
そ
の
大
き
さ
を
実
感
す

る
た
め
直
に
触
れ
た
り
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。

　
児
童
達
は
、
そ
の
太
さ
や
高
さ
と

本
数
に
圧
倒
さ
れ
た
様
子
で
、
天
然

秋
田
ス
ギ
の
貴
重
さ
等
を
学
習
し
ま

し
た
。

　
そ
の
後
、
国
立
科
学
博
物
館
に
展

示
す
る
た
め
に
伐
採
し
た
天
然
秋
田

ス
ギ
の
伐
根
の
前
で
説
明
を
受
け
、

多
面
的
な
機
能
に
よ
り
人
々
の
生
活

を
守
っ
て
い
る
。
機
能
を
十
分
発
揮

さ
せ
る
た
め
に
は
、
森
林
の
手
入
れ

が
大
切
。
森
林
に
感
謝
し
、
立
派
に

育
つ
よ
う
思
い
を
込
め
て
作
業
を
し

て
下
さ
い
」
と
挨
拶
が
あ
り
、
そ
の

後
、
職
員
が
ノ
コ
ギ
リ
の
使
い
方
を

説
明
。
「
枝
打
ち
は
幹
と
枝
の
付
け

根
を
切
り
落
と
し
ま
す
。
木
が
大
き

く
な
っ
た
時
に
節
の
な
い
良
い
木
材

を
作
る
た
め
に
行
い
ま
す
。
つ
る
が

巻
き
付
い
て
い
る
と
木
を
締
め
付
け

る
の
で
取
り
除
い
て
下
さ
い
。
ま

た
、
広
葉
樹
な
ど
を
除
伐
し
て
日
当

た
り
を
よ
く
し
て
下
さ
い
」
な
ど
ア

ド
バ
イ
ス
し
、
除
伐
・
つ
る
切
り
な

ど
の
作
業
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
初
め
は
ノ
コ
ギ
リ
の
刃
が
ひ
っ
か

か
る
な
ど
苦
戦
し
て
い
ま
し
た
が
、

慣
れ
て
く
る
と
上
手
に
使
い
こ
な

し
、
枝
の
付
け
根
か
ら
き
れ
い
に
切

美しい森林づくり

「除伐」を体験

不思議で神秘的「コブ杉」の前で

保育園「出前木育」

森
林
・
林
業
を
次
代
に
つ
な
ぐ
体
験
林
業
・

森
林
環
境
教
育
を
推
進

上
小
阿
仁
支
署
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mini
column

ひとりしずか

　八甲田の蟹ハサミや岩木山の下りウサギ、岩手山
のワシなど、雪国では雪形を動物や道具に見立て、
その変化を楽しみながら農事暦とした故事が多くあ
ります。植物にも花や葉の形態を喩えたものや、開
花時期を農作業の目安としたものがあり、今回は見
立て方の面白い春の花を紹介します。 
　オドリコソウは高さ50cmほどのシソ科の草本
で、道ばたや畑の縁で見られ四角い茎が特徴。由来
は薄ピンクの花の上唇を笠に見立て、下唇が踊り子
の横顔に見えることから。ヒトリシズカは、20cm
ほどで日当たりのよい山地で見られ、艶のある4枚  
の葉と荒いブラシのような1本花が特徴。由来は1
本の花を「一人静」に見立てた。ニリンソウは林縁な
どで見られ群落になり、3列した葉の付け根から、白
く5弁の2本の花をつけることが二輪草の由来。別
名フクベラとも言われ食べられますがトリカブトと
の誤植に注意。オキナグサはシバ草原に見られる草
本で高さ25ｃｍほど、うつむき加減に咲く紫の花が
特徴で、茎や葉に細かい毛があります。由来は綿毛

に包まれた種を「翁」の白髪頭に喩えたこと、最近は
減少し絶滅危惧Ⅱ類。オオカメノキは林内で見られ
５ｍ程度の低木。白い4弁の装飾花を持ち、中心部
に薄黄色の散房花をつけます。由来は葉の形を亀の
甲羅に見立てた。冬芽も泳ぐ亀に見えますよ。
　雪形が山名になった白馬岳（代掻馬）や爺ヶ岳（種
まき爺）、植物では開花が作業の目安の、種付花や田
打ち桜（コブシ）、また、鰊漁や鰯漁、水遊びの目安
となった雪形の故事もあり、先人達の知恵と楽しみ
が詰まっています。雪形の魅力をもう一つ、桜の名
所のバックには雪山と雪形の借景が欠かせません。
そんなバックヤードは殆どが国有林！将来も雪形と
春の花を楽しめるよう、バックヤードのキーパーと
して頑張って行きましょう。 

しろうま しろかきうま じい

たねつけばな た

う

④オキナグサ花 ⑤オキナグサ種（翁の白髪のイメージ） ⑥オオカメノキ

①オドリコソウ ②ヒトリシズカ ③ニリンソウ

雪形と春の花
̶オドリコソウ、ヒトリシズカ、ニリンソウ、オキナグサ、オオカメノキ ̶

ゆきがた

三八上北森林管理署　地域統括森林官　松尾　亨

昭和 60. 4　林野庁業務部経営企画課
平成 27. 4　林野庁森林整備部治山課長
平成 28. 4　森林整備センター審議役（総合調整担当）
平成 30. 4　国立研究開発法人森林研究・整備機構理事

柳田　真一郎
（福岡県）

局長

昭和 61. 4　林野庁管理部職員課
平成 25. 4　山梨県林務長
平成 27. 4　林野庁林政部経営課特用林産対策室長
平成 30. 4　林野庁林政部林政課監査室長

長江　良明
（宮城県）

次長

平成  ２.  4　林野庁業務部業務第二課
平成 27.10　林野庁林政部木材産業課木材製品技術室長
平成 28.  8　大臣官房政策課調査官
平成 29.  1　関東森林管理局福島森林管理署長

香月　英伸
（福岡県）

計画保全
部長

平成   6.  4　林野庁林政部森林組合課　
平成 24.  4　日本政策金融公庫農林水産事業本部
平成 27.  4　農村振興局農村政策部都市農村交流課課長補佐
平成 29.  4　中部森林管理局計画保全部計画課長

富岡　弘一郎
（青森県）

計画課長

昭和 57.  4　秋田局造林課
平成 27.12　岩手南部森林管理署遠野支署長
平成 30.  4　森林技術・支援センター所長
平成 31.  4　三陸中部森林管理署長

小笠原　孝
（秋田県）

保全課長

平成 19.  4　林野庁森林整備部治山課
平成 27.10　大臣官房検査・監察部調整・監察課行政監察官
平成 29.  4　林野庁森林整備部計画課森林情報高度化推進官
平成 30.10　政策統括官付企画官

中島　浩德
（愛知県）

治山課長

昭和 57. 4　青森局計画課
平成 26. 4　盛岡森林管理署次長
平成 28. 4　総務課企画官（安全衛生担当）
平成 30. 4　三陸北部森林管理署久慈支署長

東海林　見
（岩手県）

技術普及
課長

昭和 55. 4　青森局人事課
平成 25. 4　宮城北部森林管理署総括治山技術官
平成 27. 4　計画保全部治山技術専門官
平成 30. 4　米代東部森林管理署次長

田中　裕治
（青森県）

津軽白神森林
生態系保全センター

所長

昭和 62. 4　林野庁指導部治山課
平成 26. 1　林野庁森林整備部治山課水源地治山対策室長
平成 27. 4　中部局計画保全部長
平成 29. 8　四国局業務管理官

江坂　文寿
（愛知県）

青森森林
管理署長

昭和 55. 4　秋田局利用課
平成 27. 4　秋田森林管理署湯沢支署長
平成 29. 4　資源活用課長
平成 31. 4　由利森林管理署長　

小松　信人
（秋田県）

下北森林
管理署長

昭和 55.  4　秋田局福利厚生課
平成 26.  4　山形森林管理署次長
平成 29.  4　秋田森林管理署湯沢支署長
平成 30.11　北海道局渡島森林管理署長

浅利　一成
（秋田県）

岩手北部
森林管理署長

昭和 56. 4　北見支局管理課
平成 24. 4　林野庁国有林野部業務課課長補佐（災害対策担当）
平成 27. 4　関東局治山課長
平成 29. 4　北海道局留萌南部森林管理署長

岡本　雅人
（北海道）

三陸北部
森林管理署長

昭和 60. 4　秋田局利用課
平成 26. 4　計画課課長補佐
平成 28. 4　下北森林管理署次長
平成 30. 4　森林整備部企画官（技術開発担当）

庄司　卓矢
（秋田県）

久慈支署長

昭和 58. 4　青森局治山課
平成 25. 4　三陸北部森林管理署次長
平成 27. 4　米代東部森林管理署次長
平成 30. 4　総務課企画官（安全衛生担当）

菊地　孝和
（秋田県）

三陸中部
森林管理署長

昭和 62. 4　林野庁指導部計画課
平成 26. 4　北海道局森林整備第一課長
平成 28. 4　林木育種センター遺伝資源部遺伝資源管理主幹
平成 30. 1　森林総合研究所企画部育種企画課長

中島　章文
（岐阜県）

岩手南部
森林管理署長

昭和 55.  4　秋田局経理課　　　
平成 26.10　森林整備部企画官(技術開発・普及担当)
平成 28.10　三陸北部森林管理署久慈支署長
平成 30.  4　山形森林管理署最上支署長

一ノ宮　秀和
（秋田県）

米代東部
森林管理署長

平成   4. 4　林野庁管理部管理課
平成 25. 9　北海道局総務企画部企画課長
平成 27. 4　北海道局計画保全部計画課長
平成 30. 4　林野庁国有林野部経営企画課企画官

（公益的機能維持増進協定担当）

尾前　幸太郎
（熊本県）

秋田森林
管理署長

昭和 56. 4　秋田局職員課
平成 26. 4　米代東部森林管理署上小阿仁支署長
平成 28. 4　総務企画部専門官（債権管理担当）
平成 30. 4　林木育種センター東北育種場遺伝資源管理課長

米澤　実
（秋田県）

由利森林
管理署長

昭和 58. 4　秋田局治山課　　　
平成 26. 4　朝日庄内森林生態系保全センター所長
平成 28. 4　計画保全部自然遺産保全調整官
平成 31. 4　企画調整課監査官

加藤　重義
（秋田県）

最上支署長

昭和 57. 4　帯広支局利用課　　　
平成 27. 4　林野庁国有林野部管理課課長補佐

（共済組合給付班担当）
平成 29. 4　四国局森林技術・支援センター所長
平成 31. 4　林野庁国有林野部管理課企画官（共済組合担当）

三原　隆義
（北海道）

置賜森林
管理署長

しんいちろうやなぎだ よしあきながえ ひでのぶかつき こういちろうとみおか

たかしおがさわら ひろのりなかしま けんし よ う じ ゆうじたなか

ふみとしえさか のぶひとこまつ かずなりあさり まさとおかもと

たくやしょうじ たかかずきくち あきふみなかしま ひでかずいちのみや

こうたろうおまえ みのるよねざわ しげよしかとう たかよしみはら
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昭和 60. 4　林野庁業務部経営企画課
平成 27. 4　林野庁森林整備部治山課長
平成 28. 4　森林整備センター審議役（総合調整担当）
平成 30. 4　国立研究開発法人森林研究・整備機構理事

柳田　真一郎
（福岡県）

局長

昭和 61. 4　林野庁管理部職員課
平成 25. 4　山梨県林務長
平成 27. 4　林野庁林政部経営課特用林産対策室長
平成 30. 4　林野庁林政部林政課監査室長

長江　良明
（宮城県）

次長

平成  ２.  4　林野庁業務部業務第二課
平成 27.10　林野庁林政部木材産業課木材製品技術室長
平成 28.  8　大臣官房政策課調査官
平成 29.  1　関東森林管理局福島森林管理署長

香月　英伸
（福岡県）

計画保全
部長

平成   6.  4　林野庁林政部森林組合課　
平成 24.  4　日本政策金融公庫農林水産事業本部
平成 27.  4　農村振興局農村政策部都市農村交流課課長補佐
平成 29.  4　中部森林管理局計画保全部計画課長

富岡　弘一郎
（青森県）

計画課長

昭和 57.  4　秋田局造林課
平成 27.12　岩手南部森林管理署遠野支署長
平成 30.  4　森林技術・支援センター所長
平成 31.  4　三陸中部森林管理署長

小笠原　孝
（秋田県）

保全課長

平成 19.  4　林野庁森林整備部治山課
平成 27.10　大臣官房検査・監察部調整・監察課行政監察官
平成 29.  4　林野庁森林整備部計画課森林情報高度化推進官
平成 30.10　政策統括官付企画官

中島　浩德
（愛知県）

治山課長

昭和 57. 4　青森局計画課
平成 26. 4　盛岡森林管理署次長
平成 28. 4　総務課企画官（安全衛生担当）
平成 30. 4　三陸北部森林管理署久慈支署長

東海林　見
（岩手県）

技術普及
課長

昭和 55. 4　青森局人事課
平成 25. 4　宮城北部森林管理署総括治山技術官
平成 27. 4　計画保全部治山技術専門官
平成 30. 4　米代東部森林管理署次長

田中　裕治
（青森県）

津軽白神森林
生態系保全センター

所長

昭和 62. 4　林野庁指導部治山課
平成 26. 1　林野庁森林整備部治山課水源地治山対策室長
平成 27. 4　中部局計画保全部長
平成 29. 8　四国局業務管理官

江坂　文寿
（愛知県）

青森森林
管理署長

昭和 55. 4　秋田局利用課
平成 27. 4　秋田森林管理署湯沢支署長
平成 29. 4　資源活用課長
平成 31. 4　由利森林管理署長　

小松　信人
（秋田県）

下北森林
管理署長

昭和 55.  4　秋田局福利厚生課
平成 26.  4　山形森林管理署次長
平成 29.  4　秋田森林管理署湯沢支署長
平成 30.11　北海道局渡島森林管理署長

浅利　一成
（秋田県）

岩手北部
森林管理署長

昭和 56. 4　北見支局管理課
平成 24. 4　林野庁国有林野部業務課課長補佐（災害対策担当）
平成 27. 4　関東局治山課長
平成 29. 4　北海道局留萌南部森林管理署長

岡本　雅人
（北海道）

三陸北部
森林管理署長

昭和 60. 4　秋田局利用課
平成 26. 4　計画課課長補佐
平成 28. 4　下北森林管理署次長
平成 30. 4　森林整備部企画官（技術開発担当）

庄司　卓矢
（秋田県）

久慈支署長

昭和 58. 4　青森局治山課
平成 25. 4　三陸北部森林管理署次長
平成 27. 4　米代東部森林管理署次長
平成 30. 4　総務課企画官（安全衛生担当）

菊地　孝和
（秋田県）

三陸中部
森林管理署長

昭和 62. 4　林野庁指導部計画課
平成 26. 4　北海道局森林整備第一課長
平成 28. 4　林木育種センター遺伝資源部遺伝資源管理主幹
平成 30. 1　森林総合研究所企画部育種企画課長

中島　章文
（岐阜県）

岩手南部
森林管理署長

昭和 55.  4　秋田局経理課　　　
平成 26.10　森林整備部企画官(技術開発・普及担当)
平成 28.10　三陸北部森林管理署久慈支署長
平成 30.  4　山形森林管理署最上支署長

一ノ宮　秀和
（秋田県）

米代東部
森林管理署長

平成   4. 4　林野庁管理部管理課
平成 25. 9　北海道局総務企画部企画課長
平成 27. 4　北海道局計画保全部計画課長
平成 30. 4　林野庁国有林野部経営企画課企画官

（公益的機能維持増進協定担当）

尾前　幸太郎
（熊本県）

秋田森林
管理署長

昭和 56. 4　秋田局職員課
平成 26. 4　米代東部森林管理署上小阿仁支署長
平成 28. 4　総務企画部専門官（債権管理担当）
平成 30. 4　林木育種センター東北育種場遺伝資源管理課長

米澤　実
（秋田県）

由利森林
管理署長

昭和 58. 4　秋田局治山課　　　
平成 26. 4　朝日庄内森林生態系保全センター所長
平成 28. 4　計画保全部自然遺産保全調整官
平成 31. 4　企画調整課監査官

加藤　重義
（秋田県）

最上支署長

昭和 57. 4　帯広支局利用課　　　
平成 27. 4　林野庁国有林野部管理課課長補佐

（共済組合給付班担当）
平成 29. 4　四国局森林技術・支援センター所長
平成 31. 4　林野庁国有林野部管理課企画官（共済組合担当）

三原　隆義
（北海道）

置賜森林
管理署長

しんいちろうやなぎだ よしあきながえ ひでのぶかつき こういちろうとみおか

たかしおがさわら ひろのりなかしま けんし よ う じ ゆうじたなか

ふみとしえさか のぶひとこまつ かずなりあさり まさとおかもと

たくやしょうじ たかかずきくち あきふみなかしま ひでかずいちのみや

こうたろうおまえ みのるよねざわ しげよしかとう たかよしみはら

新任者略歴紹介
４月１日付け
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ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
？
」な
ど
の
声

も
あ
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
人
に
国
有
林
の

仕
事
を
知
っ
て
貰
う
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま

す
。
9
月
に
行
わ
れ
る
八
幡
神
社
例
大
祭

（
小
鳥
谷
ま
つ
り
）で
は
、
2
年
続
け
て
小

鳥
谷
地
区
伝
統
の
化
粧
ま
わ
し
を
つ
け
て
山

車
の
前
を
歩
き
な
が
ら
音
頭
あ
げ
に
も
挑
戦

し
ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年
は
8
月
の
最
終
金

土
日
に
開
催
さ
れ
る
一
戸
ま
つ
り（
八
幡
神

社
と
稲
荷
神
社
の
二
社
大
祭
）に
見
返
し
の

人
形
制
作
か
ら
携
わ
り
ま
し
た
が
、
5
台
の

山
車
す
べ
て
が
手
作
り
で
見
応
え
が
あ
り
ま

す
。
ぜ
ひ
一
戸
ま
つ
り
、
小
鳥
谷
ま
つ
り
に

遊
び
に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

　こ
う
し
た
機
会
を
経
て
小
学
校
な
ど
か
ら

森
林
環
境
教
育
の
実
施
依
頼
が
あ
り
、
座
学

や
フ
ィ
ー
ル
ド
学
習
の
機
会
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
ウ
ォ
ッ

チ
ン
グ
ビ
ン
ゴ
と
私
が
一
昨
年
に
講
習
を
受

け
て
認
定
の
普
及
指
導
員
に
な
っ
た
ク
ッ
ブ

　私
の
勤
務
す
る
小
鳥
谷（
こ
ず
や
）森
林

事
務
所
は
、
岩
手
県
の
北
に
位
置
す
る
二
戸

郡
一
戸
町
に
位
置
し
一
戸
町
と
葛
巻
町
の
国

有
林
を
管
轄
し
て
お
り
、
国
有
林
の
最
前
線

で
管
理
す
る
責
任
感
を
持
っ
て
様
々
な
経
験

と
と
も
に
楽
し
く
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
一

戸
町
内
に
は
、
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
す
御

所
野
遺
跡
と
い
う
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
集

落
跡
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
8
0
0

年
に
わ
た
り
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
て
い
ま
す
。
遺
跡
を
整
備
し
て
作
ら

れ
た
園
内
に
は
、
町
内
で
発
掘
さ
れ
た
土
器

や
土
偶
を
展
示
す
る
博
物
館
が
あ
る
ほ
か
、

竪
穴
住
居
な
ど
が
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

　赴
任
時
か
ら
積
極
的
に
地
域
行
事
等
に
参

加
し
、
地
域
の
人
と
交
流
を
図
る
中
で
国
有

林
の
P
R
に
励
み
、
当
初
は
「
森
林
事
務

所
っ
て
何
？
」「
森
林
管
理
署（
国
有
林
）は

と
い
う
木
材
を
使
っ
た
遊
び
を
行
い
ま
し

た
。
ク
ッ
ブ
と
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で

「
薪
」
を
表
し
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

ゴ
ッ
ド
ラ
ン
ド
島（
魔
女
の
宅
急
便
の
モ
デ

ル
に
な
っ
た
島
）
で
家
の
軒
先
に
積
ん
で

あ
っ
た
薪
を
使
っ
て
遊
ん
だ
の
が
起
源
と
さ

れ
、
日
本
に
普
及
し
て
か
ら
10
年
程
で
す
が

そ
の
人
口
は
激
増
し
て
お
り
ま
す
。
ウ
ォ
ッ

チ
ン
グ
ビ
ン
ゴ
や
ク
ッ
ブ
を
通
し
て
子
供
た

ち
に
は
五
感
を
使
っ
て
よ
り
深
く
自
然
に
あ

る
も
の
を
観
察
・
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
で

身
近
な
自
然
環
境
に
つ
い
て
考
え
て
貰
う

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　今
後
も
積
極
的
に
地
域
行
事
等
に
参
加

し
、
地
域
に
根
差
し
た
森
林
事
務
所
と
な
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

地域に根ざして
岩手北部森林管理署　森林官（小鳥谷担当区）　小林 明仁

小鳥谷まつり

一戸まつり終了後に祭り仲間と

森林環境学習の様子

TO
H

O
KU

 SHINRIN KYO
K

U

2020
森林官からの手紙

　
小
学
校
を
定
年

退
職
し
て
３
年

目
、「
学
校
林
・
喜

び
の
山
」で
子
ど

も
た
ち
と
行
っ
た

緑
の
少
年
団
活
動

が
、頭
に
浮
か
ぶ
。

計
画
・
準
備
な
ど

大
変
だ
っ
た
が
、活
動
後
の
清
々
し
さ
は
忘
れ
ら
れ

な
い
。久
し
ぶ
り
に
山
で
気
持
ち
の
い
い
汗
を
流
し

て
み
た
く
な
り
、応
募
し
た
。

　
平
成
30
年
度
２
回
行
わ
れ
た
現
地
見
学
会
、し
ば
ら

く
山
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
少
し
心
配
し
た
が
、杞
憂

だ
っ
た
。無
理
の
な
い
計
画
で
、私
で
も
余
裕
を
持
っ

て
活
動
で
き
た
。４
月
に
配
ら
れ
た「
国
有
モ
ニ
タ
ー

実
施
計
画
」、一
年
間
の
流
れ
が
こ
れ
で
つ
か
め
た
。

　
一
回
目
７
月
23
日
は
山
形
森
林
管
理
署
内
西
川
町

で
。見
学
地
①：
蛇
喰
沢
で
の
治
山
事
業
見
学
。私
は

雄
物
川
上
流
の
川
沿
い
に
住
ん
で
い
る
。少
し
前
に

大
水
が
出
て
、「
避
難
指
示
」寸
前
ま
で
い
っ
た
後

だ
っ
た
の
で
、特
に
興
味
が
あ
っ
た
。土
砂
が
流
失
し

た
と
こ
ろ
の
治
山
事
業
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。被

（
生
産
性
向
上
）を
実
感
で
き
た
。力
を
入
れ
て
進
め

て
ほ
し
い
。国
な
ど
の
補
助
も
必
要
だ
な
と
感
じ
た
。

最
後
に
、コ
ン
テ
ナ
苗
の
植
え
付
け
を
さ
せ
て
も
ら
っ

た
。自
分
で
植
え
た
苗
、大
き
く
育
っ
て
ほ
し
い
し
、

ま
た
い
つ
か
見
学
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

　
11
月
27
日
大
仙
市
で
の
雄
物
川
流
域
国
有
林
の
森

林
計
画
に
関
す
る
住
民
懇
談
会
に
も
参
加
す
る
機
会

を
得
た
。前
回
の
見
学
も
あ
り
、山
地
災
害
に
関
す
る

治
山
対
策
に
つ
い
て
お
願
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
森
林
は
、豊
か
な
水
を
育
み
、お
い
し
い
空
気
を
作

り
出
し
て
い
る
。人
の
心
の
安
ら
ぎ
は
も
と
よ
り
、山

崩
れ
や
落
石
な
ど
の
災
害
か
ら
も
守
っ
て
い
る
。し

か
し
、多
く
の
人
た
ち
は
、こ
れ
を「
当
た
り
前
」と

思
い
、何
も
頭
の
中
に
な
い
か
も
し
れ
な
い
。で
も
、

こ
の
よ
う
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
の
も
、森
林
を

守
っ
て
い
る
人
た
ち
が
各
地
に
い
る
か
ら
だ
と
い
う

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。国
有
林
モ
ニ
タ
ー
と

な
り
、「
当
た
り
前
」を
守
っ
て
い
る
人
々
に
感
謝
し

つ
つ
、私
た
ち
も「
当
た
り
前
」に
甘
え
る
こ
と
な
く
、

自
分
で
で
き
る
こ
と
を
し
て
い
き
た
い
と
実
感
し
た
。

　
モ
ニ
タ
ー
便
り
を
書
く
に
あ
た
り
、以
前
配
布
さ

れ
た
み
ど
り
の
東
北
や
資
料
等
を
読
み
返
し
て
み
た
。

現
地
見
学
会
に
行
っ
た
た
め
か
、書
か
れ
て
い
る
文

章
が
違
和
感
な
く
頭
に
入
る
。「
百
聞
は
一
見
に
し
か

ず
」一
見
を
見
て
終
わ
り
に
し
な
い
た
め
に
も
、資
料

を
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
見
学
に
行
こ
う
と
再
確
認
し
た
。

害
を
防
げ
る
よ
う
な
治
山
事
業
を
進
め
て
ほ
し
い
と

強
く
感
じ
た
。ド
ロ
ー
ン
を
身
近
で
見
た
の
は
初
め

て
、人
と
こ
の
よ
う
な
機
械
を
融
合
さ
せ
、安
心
安
全

な
国
土
づ
く
り
を
進
め
て
ほ
し
い
。見
学
地
②：
大
井

沢
国
有
林
で
の
生
産
事
業
見
学
。若
い
林
業
者
が
作

業
し
て
い
る
姿
を
意
図
的
に
見
せ
て
も
ら
い
、う
れ

し
か
っ
た
。後
継
者
の
育
成
、大
事
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
。こ
の
日
は
、暑
い
と
い
う
よ
り「
熱
い
」と
い

い
た
い
く
ら
い
だ
っ
た
が
、無
理
の
な
い
計
画
で
有

意
義
に
見
学
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
二
回
目
10
月
16
日
盛
岡
森
林
管
理
署
内
盛
岡
市
滝

沢
市
で
。見
学
地
①：
盛
岡
市
大
ヶ
生
虫
壁
で
の
シ
カ

被
害
対
策
箇
所
見
学
。植
栽
地
へ
の
侵
入
を
防
ぐ
対

策
現
場
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。近
く
の
山
に
行
っ
た

時
、目
の
前
に
カ
モ
シ
カ
と
の
遭
遇
、ビ
ッ
ク
リ
仰

天
！
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。自
然
と
共
生
し
な

が
ら
も
、被
害
を
広
げ
な
い
工
夫
、続
け
て
ほ
し
い
。

見
学
地
②：
滝
沢
市
柳
沢
で
の
一
貫
作
業
シ
ス
テ
ム

見
学
。林
業
の
低
コ
ス
ト
に
む
け
た
ハ
ー
ベ
ス
タ
に

よ
る
伐
採
や
一
貫
作
業
シ
ス
テ
ム
を
間
近
で
見
学
さ

せ
て
も
ら
い
、興
味
深
か
っ
た
。森
林
の
公
益
的
な
機

能
は
、大
き
い
と
思
う
。林
業
に
お
け
る
技
術
革
新

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
に
参
加
し
て

〜「
当
た
り
前
」に
感
謝
し
て
〜

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
に
参
加
し
て

〜「
当
た
り
前
」に
感
謝
し
て
〜

湯
沢
市

　佐
井

　敏
夫

国有林モニターからの便り
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ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
？
」な
ど
の
声

も
あ
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
人
に
国
有
林
の

仕
事
を
知
っ
て
貰
う
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま

す
。
9
月
に
行
わ
れ
る
八
幡
神
社
例
大
祭

（
小
鳥
谷
ま
つ
り
）で
は
、
2
年
続
け
て
小

鳥
谷
地
区
伝
統
の
化
粧
ま
わ
し
を
つ
け
て
山

車
の
前
を
歩
き
な
が
ら
音
頭
あ
げ
に
も
挑
戦

し
ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年
は
8
月
の
最
終
金

土
日
に
開
催
さ
れ
る
一
戸
ま
つ
り（
八
幡
神

社
と
稲
荷
神
社
の
二
社
大
祭
）に
見
返
し
の

人
形
制
作
か
ら
携
わ
り
ま
し
た
が
、
5
台
の

山
車
す
べ
て
が
手
作
り
で
見
応
え
が
あ
り
ま

す
。
ぜ
ひ
一
戸
ま
つ
り
、
小
鳥
谷
ま
つ
り
に

遊
び
に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

　こ
う
し
た
機
会
を
経
て
小
学
校
な
ど
か
ら

森
林
環
境
教
育
の
実
施
依
頼
が
あ
り
、
座
学

や
フ
ィ
ー
ル
ド
学
習
の
機
会
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
ウ
ォ
ッ

チ
ン
グ
ビ
ン
ゴ
と
私
が
一
昨
年
に
講
習
を
受

け
て
認
定
の
普
及
指
導
員
に
な
っ
た
ク
ッ
ブ

　私
の
勤
務
す
る
小
鳥
谷（
こ
ず
や
）森
林

事
務
所
は
、
岩
手
県
の
北
に
位
置
す
る
二
戸

郡
一
戸
町
に
位
置
し
一
戸
町
と
葛
巻
町
の
国

有
林
を
管
轄
し
て
お
り
、
国
有
林
の
最
前
線

で
管
理
す
る
責
任
感
を
持
っ
て
様
々
な
経
験

と
と
も
に
楽
し
く
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
一

戸
町
内
に
は
、
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
す
御

所
野
遺
跡
と
い
う
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
集

落
跡
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
8
0
0

年
に
わ
た
り
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
て
い
ま
す
。
遺
跡
を
整
備
し
て
作
ら

れ
た
園
内
に
は
、
町
内
で
発
掘
さ
れ
た
土
器

や
土
偶
を
展
示
す
る
博
物
館
が
あ
る
ほ
か
、

竪
穴
住
居
な
ど
が
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

　赴
任
時
か
ら
積
極
的
に
地
域
行
事
等
に
参

加
し
、
地
域
の
人
と
交
流
を
図
る
中
で
国
有

林
の
P
R
に
励
み
、
当
初
は
「
森
林
事
務

所
っ
て
何
？
」「
森
林
管
理
署（
国
有
林
）は

と
い
う
木
材
を
使
っ
た
遊
び
を
行
い
ま
し

た
。
ク
ッ
ブ
と
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で

「
薪
」
を
表
し
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

ゴ
ッ
ド
ラ
ン
ド
島（
魔
女
の
宅
急
便
の
モ
デ

ル
に
な
っ
た
島
）
で
家
の
軒
先
に
積
ん
で

あ
っ
た
薪
を
使
っ
て
遊
ん
だ
の
が
起
源
と
さ

れ
、
日
本
に
普
及
し
て
か
ら
10
年
程
で
す
が

そ
の
人
口
は
激
増
し
て
お
り
ま
す
。
ウ
ォ
ッ

チ
ン
グ
ビ
ン
ゴ
や
ク
ッ
ブ
を
通
し
て
子
供
た

ち
に
は
五
感
を
使
っ
て
よ
り
深
く
自
然
に
あ

る
も
の
を
観
察
・
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
で

身
近
な
自
然
環
境
に
つ
い
て
考
え
て
貰
う

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　今
後
も
積
極
的
に
地
域
行
事
等
に
参
加

し
、
地
域
に
根
差
し
た
森
林
事
務
所
と
な
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

地域に根ざして
岩手北部森林管理署　森林官（小鳥谷担当区）　小林 明仁

小鳥谷まつり

一戸まつり終了後に祭り仲間と

森林環境学習の様子
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森林官からの手紙
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展示林入口

天然更新の様子

天然林の様相を呈する林内

上空から見た展示林

the Noted Place of My Jurisdiction

我
が
署
の
名
所

盛
岡
森
林
管
理
署

平
蔵
沢
ヒ
バ
人
工
林
施
業
展
示
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（岩
手
県
滝
沢
市
）

　
平
蔵
沢
ヒ
バ
人
工
林
は
、
盛
岡
駅
か
ら
北
西
へ
約
８
㎞（
車

で
約
15
分
）の
地
点
に
あ
り
ま
す
。

　
都
市
近
郊
に
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
に
も
貴
重
な
財
産
と
も
い

え
る
林
分
が
あ
る
こ
と
は
、
一
部
の
森
林
・
林
業
関
係
者
以
外

に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
の
林
分
は
、
江
戸
期
天
保
14
年（
１
８
４
３
年
）ご
ろ
現

在
の
青
森
県
五
戸
町
か
ら
移
り
住
ん
だ
牧
田
平
馬
と
い
う
人
物

が
、
平
蔵
沢
が
マ
ツ
、
ス
ギ
、
ヒ
バ
の
適
地
と
見
込
ん
で
農
業

の
傍
ら
造
林
を
始
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
平
蔵
沢
の
造
林
地
は
、
明
治
期
に
な
る
と
大
小
林
区
署
制
度

の
制
定
に
よ
り
、
大
林
区
署
の
官
林
に
編
入
さ
れ
、
現
在
ま
で

国
有
林
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
林
況
は
、
植
栽

さ
れ
た
ヒ
バ
が
現
存
し
、
大
径
木
主
体
の
天
然
林
の
様
相
を
呈

す
る
と
と
も
に
、
下
層
で
は
ヒ
バ
特
有
の
伏
条
更
新
や
実
生
に

よ
る
天
然
更
新
が
観
察
さ
れ
ま
す
。

　
ヒ
バ
の
産
地
と
さ
れ
る
青
森
県
に
お
い
て
も
、
ヒ
バ
の
人
工

造
林
が
開
始
さ
れ
た
の
は
明
治
以
降
で
あ
り
藩
政
期
の
人
工
林

は
稀
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
青
森
営
林
局（
現
東
北
森
林
管
理

局
）で
は
管
内
最
古
の
ヒ
バ
人
工
林
と
し
て
昭
和
30
年
に「
学

術
参
考
林
」に
指
定
、
平
成
元
年
の「
保
護
林
の
再
編
・
拡
充
」

の
中
で「
施
業
技
術
の
開
発
と
そ
の
定
着
及
び
Ｐ
Ｒ
、
教
育
等

の
場
と
し
て
活
用
す
る
」こ
と
を
目
的
と
し
て「
展
示
林
」に
再

編
・
設
定
さ
れ
、
現
在
の
国
有
林
野
施
業
実
施
計
画
に
お
い
て

も
展
示
林
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
盛
岡
森
林
管
理
署
で
は
、
北
上
川
上
流
森
林
計
画
区
地
域
管

理
経
営
計
画
及
び
国
有
林
野
施
業
実
施
計
画
に
基
づ
き
当
該
森

林
を
適
切
に
保
全
・
管
理
し
、
展
示
林
と
し
て
展
示
・
保
存
を

図
り
、
森
林
観
察
、
研
修
、
森
林
教
室
、
学
術
研
究
等
の
場
に

活
用
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
森
林
の
植
生
、
林
分
状
況
の
変
化
、
ヒ
バ
高
齢
人
工
林

の
生
長
解
析
等
の
調
査
・
研
究
が
、
東
北
森
林
管
理
局
職
員
や

森
林
総
合
研
究
所
等
の
研
究
者
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
盛
岡
市
中
心
部
か
ら
も
近
く
、
ア
ク
セ
ス
も
容
易
な
場
所
に

位
置
す
る
平
地
林
で
あ
り
、
市
民
が
手
軽
に
森
林
環
境
や
郷
土

の
林
業
史
に
つ
い
て
学
習
で
き
る
森
林
で
す
の
で
、
一
度
足
を

運
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

盛
岡
森
林
管
理
署
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滝沢市役所

鵜飼小学校

平蔵沢ヒバ展示林
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