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写真＝林業公社職員による境界確認の模様
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ト

    

森
林
は
、
林
産
物
の
供
給
を
は
じ
め
、
地
球
温
暖
化
の
緩
和
、
土
砂
災
害
の
防
止
な
ど
、

森
林
は
、
林
産
物
の
供
給
を
は
じ
め
、
地
球
温
暖
化
の
緩
和
、
土
砂
災
害
の
防
止
な
ど
、

私
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
最
近
で
は
、
さ

私
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
最
近
で
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
管
理
が
行
わ
れ
ず
放
置
さ
れ
る
森
林
が
全
国
的
に
増
え
て
い
ま
す
。

ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
管
理
が
行
わ
れ
ず
放
置
さ
れ
る
森
林
が
全
国
的
に
増
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
国
で
は
、
本
年
４
月
よ
り
森
林
管
理
に
関
す
る
制
度
を
新
た
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ

　

こ
の
た
め
国
で
は
、
本
年
４
月
よ
り
森
林
管
理
に
関
す
る
制
度
を
新
た
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ

ま
し
た
。
今
月
号
で
は
、
こ
の「
森
林
経
営
管
理
制
度
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

ま
し
た
。
今
月
号
で
は
、
こ
の「
森
林
経
営
管
理
制
度
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

森
林
経
営
管
理
制
度
と
は

　

こ
の
制
度
は
、
管
理
が
行
わ
れ

て
い
な
い
森
林
を
、
市
町
村
が
仲

介
役
に
な
っ
て
、
森
林
所
有
者
と

林
業
経
営
者
を
つ
な
ぎ
、
森
林
の

適
切
な
経
営
や
管
理
を
進
め
る
た

め
の
制
度
で
す
。

　

放
置
さ
れ
て
い
る
森
林
を
ノ
ウ

ハ
ウ
の
あ
る
林
業
経
営
者
に
集
約

し
、
経
営
管
理
な
ど
を
委
託
す
る

こ
と
で
、
経
営
の
効
率
化
と
森
林

管
理
の
適
正
化
を
図
り
ま
す
。

　

本
制
度
に
よ
り
森
林
所
有
者
の

管
理
責
任
が
明
確
化
さ
れ
、
所
有

者
自
ら
が
管
理
で
き
な
い
場
合
、

町
に
そ
の
管
理
を
委
託
で
き
る
仕

組
み
が
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
森
林
管
理
が
必
要
か

　

今
日
、
木
材
価
格
の
低
迷
や
森

林
所
有
者
の
高
齢
化
な
ど
に
よ
り

森
林
へ
の
関
心
は
薄
れ
、
適
切
な

管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
が

増
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、

近
年
で
は
、
大
雨
に
よ
る
森
林
の

森林経営管理制度の概要・流れ

森林の境界・場所に関する町民アンケート結果

 平成 29 年２月実施（単位：㌫）

出典：林野庁ホームページ

土
砂
崩
れ
、
土
砂
や
倒
木
の
河
川

へ
の
流
入
に
よ
る
洪
水
な
ど
の
災

害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　

森
林
に
は
、
地
中
に
張
り
巡
ら

さ
れ
た
樹
木
の
根
や
表
面
を
覆
う

落
ち
葉
等
に
よ
り
、
土
砂
崩
れ
な

ど
の
土
砂
災
害
を
未
然
に
防
ぐ
力

が
あ
り
ま
す
。
局
地
的
な
豪
雨
や

大
雨
が
頻
繁
に
起
こ
る
昨
今
、
森

林
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
、

災
害
を
防
止
し
住
民
の
皆
さ
ん
の

安
全
と
安
心
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
災
害
防
止
の
ほ
か
に
も

生
物
の
保
全
や
水
源
の
か
ん
養
、

保
健
休
養
の
場
の
提
供
な
ど
、
森

林
が
持
つ
多
面
的
機
能
を
維
持
す

る
た
め
に
も
適
切
な
管
理
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

町
の
現
状
は

　

県
の
森
林
簿
に
よ
る
と
、
現

在
、
町
で
は
２
５
２
４
人
が
森
林

（
立
木
）
を
所
有
し
て
お
り
、
町

に
は
１
万
８
０
８
７
㌶
の
民
有
林

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
森
林

を
育
成
し
保
護
す
る
た
め
の
計
画

で
あ
る
「
森
林
経
営
計
画
」
が
策

定
さ
れ
て
い
る
の
は
６
７
６
１
㌶

で
、
全
体
の
37
㌫
に
と
ど
ま
っ
て

い
ま
す
。

　

町
の
森
林
経
営
計
画
の
策
定
数

は
会
津
地
方
で
多
い
方
で
す
が
、

そ
れ
で
も
、
民
有
林
の
約
６
割
に

当
た
る
１
万
１
３
２
６
㌶
が
適
切

に
管
理
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
す
。

　

計
画
策
定
が
進
ま
な
い
主
な
理

由
と
し
て
は
、
森
林
の
立
地
条
件

が
悪
い
こ
と
や
隣
同
士
の
境
界
が

曖
昧
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

　

平
成
29
年
に
町
が
森
林
所
有
者

に
対
し
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
（
調

査
結
果
は
左
下
グ
ラ
フ
）
で
は
、

森
林
の
境
界
や
場
所
が
と
も
に
分

か
る
と
答
え
た
所
有
者
は
、
わ
ず

か
11
㌫
で
し
た
。
森
林
を
保
護
・

育
成
す
る
た
め
の
事
業
は
、
境
界

が
確
定
し
て
い
な
い
と
実
施
で
き

な
い
た
め
、
計
画
の
策
定
や
事
業

が
進
ん
で
い
な
い
の
で
す
。

森
林
を
守
る
た
め
に

　

森
林
経
営
管
理
制
度
の
概
要
と

流
れ
は
上
図
の
と
お
り
で
、　

ま

ず
町
が
、
森
林
所
有
者
に
森
林
を

今
後
ど
の
よ
う
に
経
営
・
管
理
し

て
い
き
た
い
の
か
意
向
を
調
査
し

ま
す
。
こ
の
結
果
、
森
林
所
有
者

が
自
ら
経
営
や
管
理
を
行
う
こ
と

が
難
し
い
場
合
で
あ
っ
て
、
町
が

必
要
か
つ
適
当
と
認
め
た
場
合
、

そ
の
森
林
の
経
営
や
管
理
を
町
が

引
き
受
け
ま
す
。

　

そ
し
て
町
は
、
預
か
っ
た
森
林

が
林
業
に
適
し
た
森
林
の
場
合
は

林
業
経
営
者
に
管
理
を
再
委
託

し
、
林
業
に
適
さ
な
い
森
林
の
場

合
は
、
町
が
管
理
を
行
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
言
う
経
営
や
管
理
と

は
、
森
林
の
状
態
に
応
じ
て
「
植

え
る
」「
育
て
る
」「
伐
採
す
る
」

な
ど
の
作
業
を
行
う
こ
と
で
す
。

■   場所は分かるが境界が分

からない

■  境界がだいたい分かる

■  場所自体が分からない

■  境界が明確に分かる
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林
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り
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出典：全国林業改良普及協会パンフレット

　

町
で
は
今
後
、
林
地
台
帳
や
森

林
簿
な
ど
を
も
と
に
、
対
象
地
区

を
絞
り
込
ん
で
、「
意
向
調
査
」

を
実
施
し
ま
す
。
そ
の
後
、順
次
、

対
象
と
な
る
地
区
ご
と
に
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。
意
向
調
査
の
対

象
地
区
は
、
次
の
３
つ
の
条
件
に

該
当
す
る
地
区
で
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
民
有
人
工
林
で
あ
る
地
区

　

個
人
が
所
有
す
る
、
ス
ギ
や
マ

ツ
な
ど
を
植
栽
し
た
地
区
が
対
象

と
な
り
ま
す
。
共
有
林
も
対
象
に

な
り
ま
す
が
、
国
や
県
、
町
が
所

有
す
る
地
区
は
対
象
外
で
す
。

②
森
林
経
営
計
画
の
未
策
定
地
区

　

管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な

い
森
林
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
目

的
で
す
の
で
、
す
で
に
計
画
が
策

定
さ
れ
て
い
る
地
区
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

③
過
去
10
年
間
に
森
林
施
業
の

　

実
績
が
な
い
地
区

　

過
去
10
年
の
間
に
、
植
林
や
間

伐
、
伐
採
な
ど
を
し
た
地
区
は
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

意
向
調
査
の
内
容
は

　

意
向
調
査
で
は
、
森
林
所
有
者

の
皆
さ
ん
に
、
所
有
す
る
森
林
を

今
後
ど
の
よ
う
に
経
営
・
管
理
し

て
い
き
た
い
か
を
伺
い
ま
す
。

　

所
有
者
の
皆
さ
ん
が
こ
れ
ま
で

ど
お
り
自
ら
経
営
や
管
理
を
行
っ

て
い
く
場
合
は
、
引
き
続
き
、
国

の
支
援
制
度
等
に
よ
り
支
援
し
て

い
き
ま
す
。

　

一
方
、
森
林
の
経
営
や
管
理
を

続
け
る
の
は
難
し
い
と
い
う
場
合

で
あ
っ
て
、
町
が
必
要
か
つ
適
当

と
認
め
る
場
合
は
、
町
が
森
林
所

有
者
と
と
も
に
経
営
管
理
計
画
を

定
め
、
管
理
を
委
託
さ
れ
る
町

は
、
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
権
利
を
預
か
り
ま
す
。

管
理
を
委
託
し
た
森
林
は

　

町
で
は
、
委
託
を
受
け
た
森
林

に
つ
い
て
、
林
業
経
営
に
適
し
た

森
林
か
、
適
さ
な
い
森
林
か
を
見

極
め
、
そ
れ
ぞ
れ
管
理
計
画
を
立

て
ま
す
。

　

林
業
経
営
に
適
す
る
も
の
は
、

「
経
済
林
」
と
し
て
、
森
林
組
合

な
ど
意
欲
の
あ
る
林
業
経
営
者
に

管
理
を
再
委
託
し
ま
す
。
こ
の
場

合
、
管
理
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
利

益
を
ど
の
よ
う
に
所
有
者
に
還
元

す
る
の
か
と
い
っ
た
内
容
を
定
め

る
計
画
を
作
り
、
所
有
者
の
同
意

を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

林
道
等
が
未
整
備
、
傾
斜
が
き

つ
い
な
ど
、
経
営
に
適
さ
な
い
森

林
は
、「
環
境
林
」
と
し
て
、
町

が
林
業
事
業
体
に
再
委
託
し
、
間

伐
等
の
管
理
を
行
い
、
将
来
的
に

天
然
林
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

私
は
若
い
頃
か
ら
山
が
好

き
で
、
登
山
を
楽
し
ん
で
き

ま
し
た
。

　

５
年
前
に
実
家
の
あ
る
西

会
津
町
に
帰
っ
て
き
て
、
自

治
区
長
に
な
っ
て
２
年
目
。

西
会
津
町
は
、
山
が
多
く
、

山
で
は
山
菜
や
き
の
こ
が
取

れ
、
林
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
る
と
い
う
印
象
が
ず
っ

と
あ
り
ま
し
た
。

　

杉
山
自
治
区
で
は
、
林
業

専
用
道
の
整
備
が
進
め
ら
れ

て
お
り
、
先
輩
に
境
界
な
ど

森
林
サ
イ
ク
ル
を
支
え
る

　

森
林
の
機
能
は
、「
植
え
る
↓

育
て
る
↓
伐
採
し
て
使
う
↓
ま
た

植
え
る
」
と
い
う
サ
イ
ク
ル
（
左

上
イ
ラ
ス
ト
図
）
で
維
持
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
木
材
生
産
に
加
え
、

き
の
こ
や
山
菜
な
ど
の
林
産
物
も

生
産
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
経
営
管
理
制
度
な
ど
に
よ

り
森
林
を
適
正
に
管
理
で
き
な
け

れ
ば
、
森
林
が
持
つ
多
面
的
な
機

能
は
低
下
し
、
そ
の
機
能
を
取
り

戻
す
こ
と
が
大
変
難
し
い
状
況
に

な
り
ま
す
。
町
で
は
、
こ
れ
ま
で

管
理
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
森
林
も

含
め
、
こ
の
新
制
度
を
活
用
し
て

管
理
を
進
め
、
森
林
資
源
を
守
り
、

将
来
に
つ
な
い
で
い
く
考
え
で
す
。

意
向
調
査
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

先輩方と自治区みんなで森林を守る

特集  森林を守り、つなぐ IN
TERVIEW

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

杉山自治区長

佐藤  正博さん

用＊語＊解＊説
森
しんりんせぎょう

林施業＝目的とする森林を造
成、維持するために行う植林、下
草刈り、間伐などの森林に対する
人為的な作業のこと。
主
しゅばつ

伐＝森林の更新または更新準
備のために行う伐採。
下草刈り＝植栽した苗木の生育

を妨げる雑草や低木を刈り払う作
業のこと。
　枝打ち＝良質な木材を生産する
ため、樹木の下層の枯れ枝を切り
落とすこと。
間
かんばつ

伐＝造林した樹木は成長する
につれ枝が互いに触れ合うようにな
ります。このため林内の木の密度を
調整し成長を促すため行う一部の
樹木の伐採作業のこと。

を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、

と
て
も
大
変
な
作
業
で
し
た
。

　

森
林
経
営
管
理
制
度
で

は
、
森
林
所
有
者
の
意
見
を

聞
き
な
が
ら
、
意
見
が
ま
と

ま
れ
ば
、
町
に
そ
の
管
理
を

委
託
で
き
る
し
、
境
界
が
明

確
に
な
る
と
期
待
し
て
い
ま

す
。

　

先
輩
方
に
教
え
て
も
ら
い

な
が
ら
、
よ
く
話
し
合
い
、

森
林
が
適
正
に
管
理
さ
れ
、

自
治
区
み
ん
な
の
た
め
に
な

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

森
林
経
営
管
理
制
度
に
対
す
る

期
待
を
聞
き
ま
し
た

　

林
業
は
、
植
林
か
ら
伐
採
ま

で
そ
の
期
間
が
長
期
に
わ
た
る

と
い
う
特
殊
性
を
持
っ
て
い
ま

す
。

　

さ
ら
に
現
在
、
国
産
材
を
伐

採
・
搬
出
し
、
販
売
し
て
も
採

算
が
合
わ
ず
、
林
業
離
れ
に
伴

う
担
い
手
不
足
、
従
事
者
の
高

齢
化
、
所
有
者
不
在
の
山
林
の

増
加
な
ど
に
よ
り
、
さ
ら
に
森

林
の
荒
廃
が
進
む
と
い
っ
た
大

き
な
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

　

森
林
は
限
り
あ
る
資
源
で

す
。
森
林
を
適
切
に
管
理
、
活

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
林

が
持
つ
多
様
な
機
能
が
発
揮
さ

れ
、
上
手
に
活
用
す
れ
ば
、
地

域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の
創

出
に
も
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

町
土
の
84
㌫
を
も
占
め
る
森

林
。
こ
の
森
林
資
源
を
守
り
、

次
世
代
へ
と
つ
な
い
で
い
く
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
私
た

ち
は
今
、
そ
の
岐
路
に
立
っ
て

い
ま
す
。


