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宇
都
木
◉
家
族
が
三
浦
さ
ん
の
大
フ
ァ
ン
な
も
の

で
、
ま
ず
サ
イ
ン
し
て
頂
い
て
も
い
い
で
す
か
？

三
浦
◉
（
笑
）
も
ち
ろ
ん
で
す
！　
（
本
に
サ
イ
ン
）

宇
都
木
◉
家
族
の
こ
と
を
考
え
る
と
、『
風
が
強
く

吹
い
て
い
る
』
や
最
新
作
の
『
愛
な
き
世
界
』
の
お

話
し
を
う
か
が
い
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
編
集

部
か
ら
林
業
の
話
を
せ
よ
と
強
い
お
達
し
が
（
笑
）。

な
の
で
『
神
去
な
あ
な
あ
日
常
』
を
中
心
に
お
聞
き

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
作
品
で
な
に
よ
り
も
す
ご
い
と
思
っ
た
の

は
、
主
人
公
の
兄
貴
分
に
あ
た
る
飯
田
与よ

き喜
が
、
斧

で
木
を
伐
り
倒
し
て
い
る
場
面
で
す
。
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
で
は
な
く
て
、
斧
で
木
を
伐
る
と
い
う
発
想
に

度
肝
を
ぬ
か
れ
ま
し
た
。

三
浦
◉
少
し
前
の
時
代
の
林
業
を
描
き
た
い
な
と

思
っ
た
ん
で
す
。
話
自
体
は
現
代
な
ん
だ
け
ど
、
な

ぜ
か
こ
の
村
は
昔
風
に
林
業
を
や
っ
て
い
る
と
い
う

設
定
に
し
た
く
て
…
…
。
そ
れ
と
、
ヨ
キ
と
い
う
名

前
の
登
場
人
物
を
だ
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。

宇
都
木
◉
あ
！　

ヨ
キ
が
先
に
あ
っ
た
ん
だ
。
ヨ
キ

と
い
う
の
は
、
斧
の
昔
の
呼
び
名
で
す
ね
。

三
浦
◉
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
与よ

き喜
に
斧
を
持
た
せ

る
か
、
み
た
い
な
（
笑
）。

宇
都
木
◉
そ
う
い
え
ば
与よ

き喜
が
飼
っ
て
い
る
犬
の
名

前
は
ノ
コ
で
し
た
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
で
は
な
く
て
斧
を
持
ち
歩
い
て
い
て
、
木
を
伐

り
倒
す
名
人
と
い
う
設
定
が
す
ご
い
！

三
浦
◉
な
ん
か
そ
の
ほ
う
が
ワ
イ
ル
ド
っ
ぽ
い
じ
ゃ

な
い
で
す
か
？　

い
さ
ぎ
よ
く
斧
一
本
（
笑
）。

宇
都
木
◉
映
画
の「W

O
O

D
 JO

B!

」
＊
の
伊
藤
英
明

さ
ん
。体
格
も
よ
く
て
ベ
ス
ト
キ
ャ
ス
ト
で
す
よ
ね
。

三
浦
◉
い
や
ぁ
、
も
う
素
晴
ら
し
い
で
す
！　

こ
の

3 巻頭◉対談　木の上にのぼると、みえてくる世界
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ヨ
キ
は
ね
、
ま
さ
に
イ
メ
ー
ジ
ぴ
っ
た
り
で
す
。

宇
都
木
◉
伊
藤
英
明
さ
ん
も
き
っ
と
斧
を
持
っ
て
出

演
し
て
る
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
と
思
っ
て
映
画
を
み
た

ら
、
ち
ゃ
ん
と
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
し
た
（
笑
）。

三
浦
◉
監
督
の
矢
口
史
靖
さ
ん
が
脚
本
も
書
い
て
い

る
の
で
す
が
、
事
前
に
念
入
り
に
取
材
に
行
か
れ
て

い
る
の
で
、
さ
す
が
に
「
斧
は
や
め
と
く
か
」
っ
て

な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宇
都
木
◉
斧
で
太
い
木
を
伐
り
倒
す
に
は
、
相
当
な

体
力
を
消
耗
す
る
し
、
時
間
も
か
か
り
ま
す
ね
。

三
浦
◉
昔
は
斧
で
伐
っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
？

宇
都
木
◉
近
代
以
前
は
、
や
は
り
木
を
伐
る
道
具
の

主
役
は
斧
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

三
浦
◉
人
間
は
古
代
か
ら
木
を
伐
っ
て
き
て
る
わ
け

で
す
か
ら
ね
。
た
と
え
ば
足
柄
山
の
金
太
郎
！　

宇
都
木
◉
金
太
郎
が
持
っ
て
い
る
の
は
大
型
の
斧
の

マ
サ
カ
リ
で
す
ね
。
ヨ
キ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
マ

サ
カ
リ
よ
り
小
型
の
斧
の
名
称
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
主
人
公
の
平
野
勇
気
く
ん
。
都
会
っ
子

で
、
最
初
は
虫
も
だ
め
、
ヒ
ル
に
吸
い
つ
か
れ
た
り

と
か
、よ
く
耐
え
ま
し
た
よ
ね
。
林
業
の
現
場
で
は
、

忍
耐
で
き
る
子
ど
も
た
ち
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思

う
し
、
育
て
て
い
く
の
は
と
て
も
大
事
で
す
。

三
浦
◉
勇
気
く
ん
は
…
お
お
ら
か
で
す
（
笑
）。

宇
都
木
◉
勇
気
く
ん
が
頑
張
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
や
は
り
憧
れ
の
直
紀
さ
ん
が
い
た
か
ら
？

三
浦
◉
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
大
き
い
と
思
う
ん
で
す

が
、
山
仕
事
を
す
る
生
活
が
苦
に
な
ら
な
い
人
も
い

る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

　

生
き
物
相
手
の
仕
事
っ
て
絶
対
面
白
い
し
、
自
分

の
工
夫
を
活
か
せ
て
、
生
命
力
を
感
じ
ら
れ
る
仕
事

に
喜
び
や
楽
し
み
を
見
出
す
人
は
必
ず
い
る
と
思
い

ま
す
。
じ
つ
は
山
仕
事
に
向
い
て
る
の
に
べ
つ
の
仕

事
を
し
て
る
人
っ
て
結
構
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

宇
都
木
◉
た
し
か
に
自
分
か
ら
志
望
し
て
林
業
に
飛

び
こ
ん
だ
子
た
ち
は
上
手
く
や
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
で
す
ね
。
朝
起
き
て
電
車
に
乗
ら
な
く
て
も
い
い

し
、
会
社
勤
め
と
は
ち
が
う
縛
ら
れ
な
い
生
き
方
に

は
魅
力
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
三
浦
さ
ん
の
ご

実
家
は
林
業
を
営
ん
で
お
ら
れ
た
と
か
？

三
浦
◉
私
の
祖
父
が
三
重
県
の
美
杉
村
で
林
業
を
し

て
い
ま
し
た
。
山
奥
の
村
で
す
が
、
林
業
の
現
場
は

集
落
の
近
く
に
は
な
い
の
で
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
祖

父
が
仕
事
を
し
て
い
る
姿
を
見
た
こ
と
が
な
く
て
。

そ
れ
で
林
業
っ
て
ど
ん
な
仕
事
な
の
か
な
と
ず
っ
と

興
味
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

　

村
に
、
山
仕
事
の
古
い
道
具
が
展
示
し
て
あ
る
建

物
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
昔
の
林
業
の
写
真
も
飾
っ
て

あ
っ
た
ん
で
す
。
丸
太
を
担
い
で
い
る
お
じ
い
さ
ん

と
か
、
伐
っ
た
木
を
運
び
だ
す
「
木き
ん
ま
み
ち

馬
道
＊
」
や
、

山
と
山
の
あ
い
だ
の
木
橋
だ
っ
た
り
、
丸
太
を
ガ
ン

ガ
ン
斜
面
に
転
が
し
て
落
と
し
て
い
た
り
、
川
に
浮

か
べ
て
流
し
て
た
り
、
ヨ
キ
や
大お

が鋸
と
か
の
実
物
も

あ
っ
て
、
面
白
い
な
ぁ
と
思
っ
て
た
ん
で
す
。
そ
れ

で
、
そ
の
時
代
の
林
業
を
現
代
に
描
写
し
た
い
と

思
っ
た
ん
で
す
ね
。

宇
都
木
◉
『
神
去
な
あ
な
あ
日
常
』
に
描
か
れ
た
林

業
へ
の
想
い
は
、
そ
の
原
体
験
に
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

三
浦
◉
「
人
力
で
こ
ん
な
こ
と
し
て
す
ご
い
な
ぁ
」

と
い
う
世
界
を
描
き
た
か
っ
た
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん

い
ま
は
機
械
化
さ
れ
て
い
る
部
分
も
多
い
の
で
し
ょ

う
け
れ
ど
、い
ま
で
も
急
斜
面
に
苗
木
を
植
え
た
り
、

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
伐
採
は
し
て
ま
す
よ
ね
。

宇
都
木
◉
伐
採
作
業
に
関
し
て
は
、
若
い
人
た
ち
に

4

Key Words  木馬道（きんまみち）

伐採した木材を集積場まで運ぶための道。か

つては木材を牛馬に引かせたり、馬そりに載

せて運んだので、このように呼ばれた。丸太

をコロのように敷き詰めた道に木材を直接す

べらせて搬出することもあった。やがて森林

鉄道となり、林道の整備によって姿を消した。

＊
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伊藤英明さんの伐倒がかっこいいと、

三浦さんも絶賛！

Ⓒ 2014「WOOD JOB! ～神去なあなあ日常～」

製作委員会

＊Key Words  映画「WOOD JOB! 〜神去なあなあ日常〜」

三浦しをんさんの『神去なあなあ日常』を原作とし

て、2014 年に製作された映画。矢口史靖監督・脚本。

主人公の平野勇気役を染谷将太、兄貴分の飯田与喜

役を伊藤英明が好演した。

Ⓒ 2014「WOOD JOB! ～神去なあなあ日常～」

　製作委員会



人
気
が
あ
り
ま
す
ね
。

三
浦
◉
な
ん
で
伐
採
な
ん
だ
ろ
う
？　

や
っ
ぱ
り
気

持
ち
い
い
ん
で
す
か
ね
。
倒
れ
た
ぞ
ー
、
ド
ー
ン
み

た
い
な
と
こ
ろ
が
。

宇
都
木
◉
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
機
械
化
さ
れ

て
き
た
か
ら
で
す
。
高
性
能
林
業
機
械
の
車
両
に

乗
っ
て
、
ら
く
に
伐
採
で
き
る
。

三
浦
◉
あ
、
そ
こ
が
楽
し
い
ん
だ
。

宇
都
木
◉
い
ま
の
林
業
機
械
は
エ
ア
コ
ン
も
効
い
て

る
し
、斜
め
に
な
っ
て
も
椅
子
は
ま
っ
す
ぐ
な
の
で
、

い
た
っ
て
快
適
で
す
。
し
か
も
若
い
女
性
が
機
械
を

あ
つ
か
う
の
が
上
手
で
。
こ
れ
か
ら
林
業
の
現
場
は

女
性
が
活
躍
す
る
場
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

三
浦
◉
林
業
女
子
と
か
、
増
え
て
る
そ
う
で
す
ね
。

宇
都
木
◉
木
を
伐
っ
た
あ
と
は
、
苗
を
植
え
る
場
所

を
き
れ
い
に
す
る
「
地じ

拵ご
し
ら

え
」
を
し
ま
す
。
そ
の
あ

と
苗
を
植
え
て
、
邪
魔
な
ツ
ル
を
切
っ
た
り
、
生
え

て
き
た
広
葉
樹
や
雑
草
を
伐
る
「
下し
た

刈が

り
・
除じ
ょ

伐ば
つ

」

を
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
き
く
育
っ
た
ス
ギ
や
ヒ
ノ

キ
な
ど
を
間
引
く
「
間か
ん

伐ば
つ

」
を
す
る
＊
。「
地
拵
え
」

か
ら
「
除
伐
」
ま
で
は
人
力
作
業
が
ほ
と
ん
ど
な
の

で
、
若
い
人
た
ち
は
そ
こ
で
く
じ
け
る
こ
と
が
多
い

よ
う
で
す
。
と
く
に
下
刈
り
作
業
で
挫
折
す
る
。

三
浦
◉
下
刈
り
が
い
ち
ば
ん
大
変
っ
て
い
い
ま
す
ね
。

宇
都
木
◉
そ
う
し
た
大
変
な
作
業
を
機
械
化
す
る
研

究
も
し
て
い
ま
す
。
機
械
の
入
れ
る
斜
面
は
30
度
く

ら
い
ま
で
で
す
。
ス
キ
ー
場
の
急
斜
面
ぐ
ら
い
。
そ

こ
に
対
応
す
る
機
械
を
開
発
し
て
い
る
の
で
す
が
、

下
刈
り
で
は
、
苗
を
植
え
た
そ
の
周
り
を
刈
ら
な
く

て
は
い
け
な
い
。
機
械
で
そ
う
し
た
繊
細
な
作
業
を

す
る
に
は
、
慣
れ
た
人
な
ら
苗
が
等
間
隔
で
植
わ
っ

て
る
の
を
か
ら
だ
で
覚
え
て
い
る
か
ら
、
苗
を
伐
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
ん
で
す
が
、
若
い

人
は
感
覚
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
ま
ち
が
っ
て
苗
を

伐
っ
て
し
ま
う
。小
説
の
中
の
勇
気
く
ん
み
た
い
に
。

　

斜
面
や
繊
細
な
作
業
に
対
応
す
る
た
め
に
機
械
を

小
型
化
し
よ
う
と
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
木
を
伐
っ
た

あ
と
の
根
っ
こ
が
残
っ
て
い
る
と
小
さ
い
機
械
で
は

走
れ
な
い
。
じ
ゃ
あ
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
そ

れ
な
ら
根
を
砕
き
ま
し
ょ
う
と
な
る
。

三
浦
◉
え
え
え
え
え
え
！　
（
笑
）

宇
都
木
◉
下
刈
り
を
す
る
マ
シ
ン
を
か
つ
根
株
砕
き

マ
シ
ン
に
し
て
し
ま
お
う
と
。

三
浦
◉
「
抜ば
っ
こ
ん根
く
ん
」
て
名
前
に
す
る
と
い
い
と
思

い
ま
す
（
笑
）。

宇
都
木
◉
そ
の
「
抜
根
く
ん
」（
笑
）、車
幅
が
1.7
メ
ー

ト
ル
だ
か
ら
、
下
刈
り
を
す
る
と
き
に
1.6
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
に
苗
が
あ
る
と
踏
ん
づ
け
ち
ゃ
う
。

三
浦
◉
ア
ハ
ハ
、融
通
が
効
か
な
い
ん
で
す
ね
（
笑
）。

ど
う
し
た
ら
い
い
ん
で
す
か
？

宇
都
木
◉
苗
を
植
え
る
前
に
ま
ず
「
抜
根
く
ん
」
を

走
ら
せ
る
。
で
、「
抜
根
く
ん
」
の
横
に
ウ
イ
ン
グ

を
つ
け
て
、
そ
こ
か
ら
ス
プ
レ
ー
缶
で
植
え
る
場
所

に
シ
ュ
ッ
、
シ
ュ
ッ
、
シ
ュ
ッ
っ
て
印
を
つ
け
な
が

ら
、「
抜
根
く
ん
」
が
通
れ
る
幅
で
苗
を
植
え
れ
ば

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。

三
浦
◉
「
抜
根
く
ん
」
が
印
を
つ
け
た
ス
プ
レ
ー
の

と
こ
ろ
に
苗
木
を
植
え
て
い
け
ば
、
下
刈
り
の
と
き

は
そ
の
あ
い
だ
を
走
れ
ま
す
ね
。

宇
都
木
◉
そ
う
す
れ
ば
、
お
な
じ
「
抜
根
く
ん
」
を

３
年
後
に
走
ら
せ
て
も
絶
対
に
踏
ん
づ
け
な
い
か
ら

ね
。
で
、
い
ま
「
み
ち
び
き
」
っ
て
い
う
新
し
い
衛

星
が
飛
ん
だ
で
し
ょ
？　

日
本
の
上
を
い
つ
も
飛
ん

で
る
高
精
度
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
衛
星
。

5 巻頭◉対談　木の上にのぼると、みえてくる世界

巻頭◉対談

じつは山仕事に向いてるのに
べつの仕事をしてる人って結構いると思うんです。

Key Words  地拵え、下刈り、除伐・間伐

林業の作業を大きくわけると、つぎのような

流れになる。▶ P.11 参照

❶森をつくる「造林」（地拵え・植栽）　

❷森を育てる「育林」（下刈り・除伐・間伐）　

❸木材を供給する「間伐」「主伐」（伐採・造

材・集材・製材）

『神去なあなあ日常』
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三
浦
◉
あ
〜
ニ
ュ
ー
ス
で
や
っ
て
ま
し
た
ね
。

宇
都
木
◉
そ
の
「
み
ち
び
き
」
を
利
用
し
た
Ｇ
Ｐ
Ｓ

シ
ス
テ
ム
に
導
い
て
も
ら
え
ば
、
近
い
将
来
苗
木
を

踏
み
つ
け
ず
に
走
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。

農
業
で
は
、
す
で
に
田
植
え
機
な
ど
が
自
動
運
転
を

行
う
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
ま
す
ね
。

「
抜
根
く
ん
」
に
も
自
分
の
軌
道
を
覚
え
さ
せ
て
お

い
て
、
あ
と
は
「
抜
根
く
ん
」
行
け
と
い
う
と
、
無

人
で
作
業
す
る
と
い
う
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
が

使
え
る
の
が
北
海
道
や
東
北
に
多
い
緩
斜
面
だ
け
な

ん
だ
け
ど
、
10
年
後
に
は
「
抜
根
く
ん
ス
ペ
シ
ャ
ル
」

が
林
業
を
支
え
て
い
る
と
い
う
の
が
夢
な
ん
だ
よ
ね
。

三
浦
◉
『
神
去
な
あ
な
あ
』
の
舞
台
で
も
あ
る
三
重

県
の
尾
鷲
の
山
と
か
は
無
理
で
す
よ
ね
。
傾
斜
が
す

ご
く
厳
し
い
か
ら
。

宇
都
木
◉
で
す
ね
。
急
斜
面
は
、
や
は
り
人
力
で
植

え
て
、
下
刈
り
を
し
て
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
伐
っ
て
、

ワ
イ
ヤ
ー
で
吊
っ
て
下
ろ
す
。
こ
れ
か
ら
の
技
術
開

発
に
も
よ
り
ま
す
が
、
苗
木
の
活
着
率
と
い
う
点
か

ら
い
う
と
、
や
は
り
一
生
懸
命
人
間
が
掘
っ
て
、
て

い
ね
い
に
裸
苗
を
植
え
る
の
が
い
ち
ば
ん
で
す
。

三
浦
◉
あ
〜
や
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
！　

あ
れ
は

め
っ
ち
ゃ
難
し
い
。
こ
う
根
を
広
げ
て
あ
げ
て
、
ク

ワ
で
穴
を
開
け
て
、
植
え
つ
け
て
。

宇
都
木
◉
根
を
広
げ
る
の
が
重
要
な
ん
で
す
が
、
機

械
で
は
対
応
で
き
な
い
か
ら
、
い
ま
は
コ
ン
テ
ナ
苗

と
い
う
筒
の
中
に
土
を
詰
め
て
そ
こ
に
タ
ネ
を
ま
い

て
育
て
た
苗
を
使
い
ま
す
。
根
鉢
が
崩
れ
な
い
か
ら

将
来
的
に
機
械
で
植
え
つ
け
も
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。

三
浦
◉
そ
う
い
え
ば
、
映
画
で
ス
ギ
の
タ
ネ
を
採
る

シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
よ
ね
？　

あ
れ
っ
て
、
い
ま
も

お
な
じ
よ
う
に
タ
ネ
採
り
を
し
て
い
る
ん
で
す
か
？

宇
都
木
◉
い
ま
日
本
で
植
え
ら
れ
て
い
る
苗
木
は
、

た
い
て
い
森
林
総
研
の
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
＊
で
つ

く
っ
た
優
良
品
種
の
タ
ネ
を
各
都
道
府
県
で
育
て
た

り
、挿
し
木
で
ふ
や
し
て
配
る
な
ど
し
て
い
ま
す
ね
。

三
浦
◉
あ
ん
な
風
に
タ
ネ
を
採
っ
て
育
て
て
い
た
ん

だ
な
っ
て
、
映
画
で
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
れ

に
し
て
も
圧
巻
の
シ
ー
ン
で
し
た
ね
。
あ
ん
な
高
い

木
の
上
か
ら
山
を
見
渡
し
た
ら
、
世
界
観
が
変
わ
る

で
し
ょ
う
ね
。
木
の
上
に
の
ぼ
る
こ
と
で
、
み
え
て

く
る
世
界
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
人
間
の

営
み
に
し
て
も
、
山
の
姿
に
し
て
も
べ
つ
の
視
角
で

み
え
る
わ
け
だ
か
ら
…
…
。

宇
都
木
◉
そ
う
な
ん
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
林
業
技
術

は
広
く
日
本
全
体
を
み
な
が
ら
、
地
域
ご
と
の
カ
ス

タ
マ
イ
ズ
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
い
い
親
木
を
も
っ
て
い
る
林
家
な
ら
ば
、

タ
ネ
を
自
分
の
山
で
採
っ
て
い
る
事
も
あ
り
ま
す
。

お
な
じ
ス
ギ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根
ざ
し
た

木
か
ら
タ
ネ
を
採
っ
た
ほ
う
が
い
い
木
に
育
つ
し
、

そ
の
方
が
経
費
も
安
く
な
り
ま
す
か
ら
。

三
浦
◉
や
っ
ぱ
り
、
地
元
の
木
の
ほ
う
が
気
候
に

あ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

宇
都
木
◉
ど
こ
の
林
業
で
も
「
地
拵
え
」「
植
林
」

「
下
刈
り
」
と
い
う
一
連
の
作
業
は
お
な
じ
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て
お
金
が
か
か
る
場
所
は

ち
が
う
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
草
が
い
っ
ぱ
い
生
え

る
地
域
は
、
草
刈
り
を
中
心
に
考
え
な
き
ゃ
い
け
な

い
。
平
坦
地
で
伐
採
に
よ
っ
て
枝
葉
が
た
く
さ
ん
林

地
に
残
る
場
所
な
ら
ば
、
地
拵
え
の
効
率
化
を
考
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
年
中
植
栽
を
求
め
ら
れ
る

場
所
で
は
、
乾
燥
に
強
い
苗
を
ど
う
つ
く
る
か
を
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
事
情

6

Key Words  林木育種センター

地球温暖化防止、林業の成長産業化、花粉発

生源対策等を推進するために、遺伝的に優れ

た特性を持つ品種を開発し、新品種の原種を

生産して、各都道府県等に配布している。

季刊 森林総研 No.29 （2015.5.29）

特集：今後の再造林の推進に向けた
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に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

三
浦
◉
地
域
の
多
様
性
に
ど
う
応
え
る
か
で
す
ね
。

宇
都
木
◉
研
究
す
る
時
に
、
す
べ
て
を
総
合
し
て
コ

ス
ト
を
計
算
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
ま
ず
つ
く
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
ど
こ
を
中

心
に
し
た
ら
安
く
な
る
か
、
と
い
う
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
林
業
の
在
り
方
を

模
索
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
は
個
別
研
究
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
れ
を
い
ま
変
え
な
く
て
は
い
け
な
い
時
代
が
来

て
い
る
。
下
刈
り
機
械
と
か
、
育
苗
の
経
費
を
安
く

す
る
方
法
は
個
別
要
素
技
術
で
す
。
そ
れ
ら
を
組
み

合
わ
せ
て
、
全
体
と
し
て
最
大
に
効
力
を
発
揮
す
る

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
開
発
が
い
ま
林
業
界
に
は
い
ち
ば

ん
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

三
浦
◉
そ
れ
っ
て
、
か
な
り
の
難
問
じ
ゃ
な
い
で
す

か
？　

だ
っ
て
、
た
と
え
ば
同
じ
地
域
で
も
、
山
の

こ
っ
ち
の
斜
面
と
、
あ
っ
ち
の
斜
面
で
は
微
妙
に
土

壌
や
日
あ
た
り
が
ち
が
う
か
ら
、
ど
こ
に
コ
ス
ト
が

か
か
る
か
も
全
然
ち
が
う
わ
け
で
す
よ
ね
？　

そ
し

た
ら
、
山
を
持
っ
て
る
人
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
斜
面

ご
と
に
提
案
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
、
こ

の
斜
面
に
は
こ
れ
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
、
こ
っ
ち
は
こ

れ
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
っ
て
。
そ
れ
っ
て
無
茶
苦
茶
大

変
で
す
よ
ね
。
こ
こ
を
特
化
し
て
削
減
す
れ
ば
、
全

体
で
は
黒
字
に
な
る
と
い
っ
た
計
算
も
し
な
く
て
は

い
け
な
い
し
。そ
ん
な
こ
と
で
き
る
ん
で
し
ょ
う
か
？

宇
都
木
◉
そ
れ
を
ち
ょ
う
ど
三
日
前
に
…
…
。

三
浦
◉
な
ん
と
！
（
笑
）
も
う
手
を
打
っ
て
お
ら
れ

た
か
（
笑
）。

宇
都
木
◉
い
ま
流
行
り
の
ド
ロ
ー
ン
に
カ
メ
ラ
を
搭

載
し
て
、
地
形
の
情
報
を
読
み
と
る
ん
で
す
。

三
浦
◉
え
え
え
…
…
！

宇
都
木
◉
そ
れ
を
１
メ
ー
ト
ル
レ
ベ
ル
の
地
形
図
に

落
と
し
込
ん
で
、
ど
こ
に
ど
ん
な
木
や
草
が
生
え
て

い
て
、
ど
ん
な
斜
面
か
と
い
う
情
報
を
分
析
し
て
、

そ
れ
な
ら
こ
の
樹
種
を
植
え
よ
う
、
こ
う
い
う
サ
イ

ズ
の
木
を
植
え
よ
う
、
下
刈
り
は
こ
う
し
よ
う
、
と

細
か
く
決
め
て
い
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
…
…
。

三
浦
◉
で
も
尾
鷲
の
山
と
か
は
、
ど
う
な
る
の
か

な
っ
て
思
い
ま
す
ね
。
斜
面
が
き
つ
い
と
こ
ろ
は
。

宇
都
木
◉
そ
う
で
す
ね
。
じ
つ
は
暖
か
い
地
域
で

１
０
０
年
待
て
ば
育
つ
と
こ
ろ
を
寒
い
地
域
で
は

２
０
０
年
待
た
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
け
ど
緩
斜
面

は
寒
い
地
方
に
多
い
。
そ
こ
の
部
分
を
い
ま
お
話
し

し
た
技
術
で
ク
リ
ア
す
る
。北
欧
の
林
業
が
そ
れ
で
、

森
林
の
生
産
力
は
低
い
け
れ
ど
、
機
械
で
徹
底
的
に

効
率
化
す
る
こ
と
で
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
南
部
は
、
尾
鷲
の
よ
う
に
急
斜
面

も
多
い
で
す
が
、
時
間
を
か
け
て
木
を
太
ら
す
こ
と

で
生
産
性
を
高
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
土
地
条
件
の

悪
い
地
域
も
あ
る
の
で
、そ
う
し
た
地
域
に
は
き
ち
っ

と
目
配
り
し
て
補
助
金
を
的
確
に
入
れ
て
い
く
。
そ

う
考
え
る
と
、
尾
鷲
は
木
の
成
長
が
い
い
で
す
ね
。

生
産
性
の
高
い
林
業
が
で
き
る
地
域
だ
と
思
い
ま
す
。

三
浦
◉
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
〜
。
い
い
山
で
し
た
。

宇
都
木
◉
そ
れ
ぞ
れ
に
生
き
様
が
あ
る
ん
で
す
。
地

域
の
多
様
な
林
業
の
在
り
方
に
目
配
り
で
き
る
よ
う

な
総
合
的
な
シ
ス
テ
ム
モ
デ
ル
と
い
う
の
が
、
求
め

ら
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

三
浦
◉
う
ー
ん
、
そ
っ
か
、
林
業
の
未
来
は
暗
い
と

い
う
話
ば
か
り
聞
き
ま
す
が
、
な
に
か
、
よ
り
活
性

化
し
て
い
く
道
が
み
え
て
く
る
感
じ
で
す
ね
。

宇
都
木
◉
は
い
、
そ
こ
に
光
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

7 巻頭◉対談　木の上にのぼると、みえてくる世界

Key Words  多摩森林科学園　森の科学館

今回の対談場所となった多摩森林科学園は、敷地

内に樹木園・試験林と全国から遺伝資源を蒐集し

たサクラ保存林を擁し、生物・生態系を中心とし

た研究を行っている。附属する樹木園と森の科学

館での展示が一般公開されている。写真は、園内

に出没するほ乳類の展示をみる三浦しをんさん。

https://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/visit/index.html

『ぐるぐる♡博物館』

実業之日本社　
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■   

戦
後
日
本
の
林
業
を
ふ
り
か
え
る

　

日
本
の
現
代
林
業
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
荒
廃
し
た
国
土
の
復
興
か
ら
は
じ
ま
り
ま
し

た
。
復
興
に
必
要
な
大
量
の
木
材
を
供
給
す
る

た
め
に
森
林
が
伐
採
さ
れ
、
伐
採
跡
地
に
は
扱

い
の
便
利
な
針
葉
樹
が
大
量
に
植
林
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
、
そ
の
時
に
植
え
た
人
工
林
が
大
き

く
育
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

森
林
資
源
が
不
足
し
た
戦
後
、
国
産
材
は
供

給
不
足
と
な
り
、
価
格
が
高
騰
し
ま
し
た
。
こ

の
時
代
背
景
の
も
と
、
海
外
か
ら
の
木
材
の
輸

入
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

戦
後
の
林
業
を
考
え
る
う
え
で
だ
い
じ
な

視
点
が
ふ
た
つ
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
が
、
こ

の
海
外
か
ら
の
木
材
の
輸
入
で
す
。
昭
和
30

（
１
９
５
５
）
年
代
を
通
じ
て
、
丸
太
、
製
材
、

合
単
板
等
の
輸
入
自
由
化
が
段
階
的
に
進
め
ら

れ
て
い
き
ま
し
た
。
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
に

は
丸
太
等
の
輸
入
が
、
全
面
的
に
自
由
化
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
高
度
経
済
成
長
の
需

要
が
賄
わ
れ
る
と
同
時
に
、
国
内
の
林
業
は
価

格
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
新
た
な
試
練
を
抱
え

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
が
昭
和
30
年
代
か
ら
始
ま
っ
た

原
油
の
輸
入
自
由
化
で
す
。
燃
料
革
命
に
よ
っ

て
石
油
や
ガ
ス
へ
の
依
存
度
が
高
ま
っ
た
こ
と

か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
た
薪

炭
林
の
需
要
が
急
速
に
低
減
し
ま
し
た
。
建
築

現
場
で
使
わ
れ
る
足
場
丸
太
等
が
金
属
製
品
に

9 特集◉林業のいまを知りたい！

特集◉

林業のいまを

知りたい！

日本の林業の

100年のうごき
それぞれの時代の状況や社会か

らの要請によって、林業もまた

大きく変化をしてきている。
出典：林業統計要覧

(1899-1930は総務省統計局）

この時代に針葉樹人工林が1000万ha

造林され、日本の森林面積2500万ha

の約４割が針葉樹の人工林となった。

グラフ❷　日本の人工林の

　　　　　林齢別面積の頻度分布

拡大造林期に植えられた山（40

～ 50 年生）の面積が大きくなり、

若い山の面積が少なくなっている

ことがわかる。年を経て蓄積が大

きくなってきた山の林木を伐採・

利用して、再造林し、持続的な林

業のサイクルをつくることが求め

られている。
出典：森林・林業統計要覧　2018
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スギ

ヒノキ
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特別経営

造林時代 天然更新

時代
亜高山ブナ帯

への造林

燃料革命

1900

明治33年 

1910

明治43年 

1920

大正９年 

1930

昭和５年 

1940

昭和15年 

緑色のバー：天然更新（伐採後に植栽せず、

　　　　　　　　　　自然に発芽した稚樹で森林を再生させる方法）

紫色のバー：人工更新（伐採後に植栽して育林し、

人工的に森林を再生させる方法）

1900年から1940年ころまでは、

年間10万haほどの人工更新が

なされてきた。

終戦

丸太等の輸入が全面的自由化

1950

昭和25年 

1960

昭和35年 

1970

昭和45年 

1980

昭和55年 

1990

平成２年 

2000

平成12年 

2010

平成22年 

拡大造林
グラフ❶

拡大造林期に植えられたスギ・ヒノキ



置
き
換
わ
り
、
近
年
で
は
住
宅
着

工
数
の
減
少
な
ど
に
よ
り
木
材

の
利
用
が
減
っ
て
き
て
い
ま

す
。
現
在
で
は
森
林
の
蓄
積

が
増
え
る
速
度
よ
り
も
伐
採

利
用
量
が
少
な
く
、
木
材
資

源
は
増
え
つ
づ
け
て
い
ま
す

（
グ
ラ
フ
❹
）。

　

木
材
の
自
由
化
は
、
高
度
経
済

成
長
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

外
国
産
材
の
大
量
の
流
通
に
よ
っ
て
、
ま
た

マ
テ
リ
ア
ル
の
変
化
に
よ
っ
て
、
国
内
の
林
業
は

経
営
的
に
大
き
な
課
題
を
抱
え
る
よ
う
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。

■   

森
林
に
何
を
求
め
る
の
か
？

　

木
材
の
利
用
や
植
林
を
進
め
よ
う
と
す
る
と

き
に
気
に
な
る
の
が
、
過
度
な
伐
採
や
単
一
的

な
植
林
に
よ
っ
て
、
日
本
の
森
林
が
ふ
た
た
び

荒
廃
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
で
す
。

　

そ
こ
で
、
い
ま
の
日
本
の
森
林
の
状
況
や
地

域
に
よ
る
森
林
の
役
割
の
ち
が
い
に
つ
い
て
、

み
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
は
国
土
の
67
パ
ー
セ
ン
ト
を
森
林
で
お

お
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
す
べ
て
の
森
林
で
林
業

が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

災
害
防
止
・
自
然
保
全
・
水
源
か
ん
養
・
環

境
形
成
・
空
間
利
用
な
ど
の
公
益
的
機
能
を
目

的
と
し
た
森
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
森
で
は
、

生
物
多
様
性
の
保
全
や
治
山
・
水
源
か
ん
養
の
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グラフ❸　森林面積に占めるスギ、ヒノキ人工林の割合

スギ人工林は、444 万ヘクタールで総森林面積 2505 万ヘ

クタールの 18％、人工林面積の 44％、ヒノキ人工林は、

260 万ヘクタールで森林面積の 10％、人工林面積の 25％

を占めている。現在の針葉樹林面積は、987 万ヘクタール

で、今後、針葉樹と広葉樹の混交した複層林の割合をふやし、

針葉樹だけの人工林（育成単層林）の面積を 660 万 ha に

へらすことをめざして森林整備が進められている。
出典：森林・林業統計要覧　2018

＊日本の森林の区分

林業生産活動には「地の利が良くて、成長の良い山」が適している。拡大造林期には、「地の利が悪く、成長

の悪い山」でも造林が行われた。これからは、そうした山のリハビリを行い、公益的機能を発揮できるよう

に転換していくことが重要だろう。そして「地の利が良くて、成長の良い山」で効率的に林業を行う技術の

構築とともに、一律な技術をあてはめるのではなく、森林と林業の多様性を見据えていく視点が必要だ。

建築や家具用の
木材を育てる

森林

水源かん養、
生態系の保全など
公益的な機能を持つ

森林

育成複層林 育成単層林

天然林
1348万ha

人工林
1020万ha

その他
137万

ha

スギ
444万ha

ヒノキ
260万ha

その他
316万ha

地元の生活に使われ
たり、チップや燃料
に使う曲がりや小径
木の木が多い森林

針葉樹中心の育成単層
林から、針葉樹と広葉
樹が混交した森林へ転

換すべき森林

里山林
育成単層林

（転換すべき森林）



た
め
に
育
成
複
層
林
施
業
が
実
施
さ
れ
、
裸
地

が
生
じ
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
国
産
材
の
安
定
供
給
や
多
様
な
森
林

資
源
活
用
の
た
め
の
育
成
単
層
林
施
業
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
林
業
」
の

森
で
、成
熟
し
た
森
林
に
対
し
て
皆
伐
（
全
面
伐
採
）

し
て
植
栽
を
行
い
、
繰
り
返
し
利
用
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
森
林
を
ゾ
ー
ニ
ン
グ
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
保
全
や
管
理
を
行
う
こ
と
で
、
バ
ラ

ン
ス
よ
く
持
続
的
に
森
林
を
活
用
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
■   

林
業
と
は
ど
ん
な
仕
事
か
？

　

林
業
の
仕
事
と
い
う
と
、
植
林
や
伐
採
が
思

い
浮
か
び
ま
す
。
木
を
植
え
、
木
を
伐
る
こ
と

は
、
林
業
の
だ
い
じ
な
仕
事
で
す
が
、
木
を
植

え
て
か
ら
木
を
伐
る
ま
で
の
間
に
は
、
50
年
か

ら
１
０
０
年
と
い
う
長
い
年
月
が
必
要
で
す
。

そ
の
あ
い
だ
に
、
保
育
・
管
理
を
行
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
各
作
業
に
つ
い
て
、
材
質
や
品
種
改

良
、
環
境
と
の
調
和
、
安
全
性
や
効
率
性
な
ど

を
総
合
的
に
研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
が
「
ど
こ
に
経
費
が
か

か
り
、
ど
こ
で
収
入
を
え
て
い
る
の
か
」
と
い
う

問
題
で
す
。
丸
太
の
価
格
に
対
す
る
コ
ス
ト
を
海

外
の
林
業
先
進
地
と
比
べ
た
の
が
グ
ラ
フ
❻
で

す
。
日
本
で
は
山
元
立
木
価
格
（
山
に
立
っ
て
い
る

木
の
価
格
）
に
比
べ
て
、
運
材
流
通
費
、
素
材
生
産

費
（
伐
採
＋
搬
出
費
）
が
占
め
る
割
合
が
大
き
い
こ

と
が
特
徴
で
す
。
丸
太
の
販
売
価
格
に
対
す
る
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グラフ❹　増えつづける森林資源の蓄積

森林資源の蓄積は年々増加傾向で、年間成長量

は約8000万m3。国産材供給量は年間約2700

万m3（2016年）なので、年間成長量の約3分

の1程度に留まっている。
出典：『森林・林業白書』2017、森林資源現況総括表

林業の

おもな作業
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億 m3

天然林
その他

人工林

搬 出
木材を集めて運び

だし、製材・加工

をして製品となる。

伐 採
適正な時期に間伐

または全面的に伐

採する主伐を行う。

地拵え
伐採後の枝葉や根

株をとりのぞいて

地ならしをする。

▶

▶

▶
下刈り

植林した樹木の生

育を妨げる雑木や

雑草をとりのぞく。

除伐・間伐
木が健全に通直に

育つよう適正な間

隔を保って間引く。

植 栽
地拵えで整備した場

所に苗木を植える。



経
費
の
内
訳
を
い
か
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
さ
せ
る

か
が
一
つ
の
課
題
で
す
。
ま
た
、
温
暖
湿
潤
な
日

本
で
は
雑
草
の
生
育
が
旺
盛
で
、
下
刈
り
や
地

拵
え
に
経
費
が
か
か
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
グ

ラ
フ
❼
）。
こ
れ
ら
の
経
費
を
い
か
に
圧
縮
し
て
再

造
林
を
効
率
的
に
行
う
か
、
こ
れ
か
ら
の
日
本

の
林
業
に
は
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■   

林
家
の
暮
ら
し
と
経
営

　

林
業
で
は
、
林
家
が
経
営
意
欲
を
持
つ
こ
と

が
重
要
で
す
。
し
か
し
グ
ラ
フ
❺
に
見
る
よ
う

に
ス
ギ
の
１
立
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
の
立
木
価

格
は
１
９
７
７
年
の
約
２
万
円
か
ら
２
０
１
２

年
に
は
２
６
０
０
円
と
大
き
く
減
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
儲
け
か
ら
造
林
や
育
林
の
経
費
を
捻
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
林
家
の
経
営
意
欲

が
失
わ
れ
て
い
る
の
が
、「
い
ま
の
林
業
」
で
す
。

ま
た
、
林
業
の
現
場
で
の
も
う
ひ
と
つ
の
課
題

が
、
担
い
手
不
足
で
す
。
家
族
で
林
業
を
営
む

林
家
や
林
業
経
営
体
で
は
、
高
齢
化
と
と
も
に

担
い
手
不
足
も
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
に
、
林
業
を
機
械
化
す
る
こ
と

で
、
手
間
を
省
き
安
全
性
を
高
め
る
こ
と
が
重

要
で
す
。日
本
は
南
北
東
西
に
長
い
た
め
に
様
々

な
環
境
条
件
が
あ
り
、
ま
た
急
傾
斜
地
が
多
い

の
で
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
林
業
機
械
の
開
発
を

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
林
業
は
、
世
代
を

超
え
て
ひ
と
つ
の
森
林
が
育
っ
て
い
く
時
間
を

見
守
り
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
仕
事
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
あ
っ
た
多
様
な
施
業
形
態
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それぞれの段階でのスギの価格

（円／ 1m3 あたり）

グラフ❺　スギ木材価格の変化

青色が山元立木価格。オレンジ色が素材生産費＋運材流通費。

緑色が製材加工費（皮をむいたり、柱にする）。山元立木価格の減少

がとくに激しく、1980年頃からくらべると80％以上も下落

していることがわかる。
出典：『森林・林業白書』、森林・林業統計要覧　
　　　※統計のとり方が共通している2012年までを比較
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経営として

林業を考える
たとえば、スギの正角の価格の時代変化を

みると、価格の比率バランスが大きく変化

しており、山元立木価格の割合のみが圧縮

されてきたことがわかる。この山元立木価

格から「次の世代の山づくり資金」が捻出さ

れることを考えると、林業全体でこの山元

価格について考えていく必要がある。

スギの山元立木価格

スギの素材価格
（市場丸太）

スギの正角価格
（未乾燥10.5cm角で3mの材）

皮をむいたり、柱にする製材加工費
（乾燥費をのぞく）

林業経営の収益
山に立っている木の価格 2600円

11400円

42700円

伐採・搬出費
市場までの運材流通費

グラフ❻　1ｍ3あたりの丸太価格の内訳

日本のいまの林業では、木を伐採して林内を移動させ

る等の素材生産にかかる経費と流通コストが高く、そ

のため山元立木価格を圧迫していることがわかる。
出典：日本政策投資銀行「わが国林業、木材産業の今後の可能性」

資料・中国木材(株)資料を一部改変
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日本の平均 海外の林業先進国の例
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に
対
応
し
な
が
ら
、
長
期
的
な
視
点
で
林
家
の

経
営
意
欲
が
増
す
よ
う
な
在
り
方
を
研
究
し
て

い
ま
す
。

■   

未
来
世
代
へ
向
け
て
の
林
業

　

い
ま
、
日
本
の
人
工
林
は
主
伐
期
を
迎
え
て

い
ま
す
が
、
高
い
再
造
林
コ
ス
ト
が
全
国
的
な

課
題
と
な
り
、
伐
採
が
進
ま
な
い
地
域
が
多
く

あ
り
ま
す
。
様
々
な
作
業
が
集
合
し
て
一
つ
の

林
業
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
個
々
の
作
業
工
程
だ

け
を
捉
え
た
効
率
化
で
は
全
体
が
効
率
的
に
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
良

い
苗
木
を
丹
念
に
作
れ
ば
「
苗
木
生
産
」
の
効

率
は
落
ち
、
価
格
も
上
昇
す
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
そ
の
苗
木
が
急
速
に
成
長
す
れ
ば
、
下
刈

り
の
回
数
を
減
ら
し
て
、
全
体
の
経
費
を
削
減

す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
に
造
林
―
保
育
を
一
連
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て

捉
え
、
シ
ス
テ
ム
全
体
の
効
率
化
に
向
け
た
研

究
を
進
め
る
事
が
重
要
な
の
で
す
。

　

山
を
よ
く
見
て
、
将
来
の
目
標
林
型
（
目
標
と

す
る
材
積
や
使
い
方
）
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
に
合

わ
せ
て
植
栽
本
数
や
間
伐
回
数
な
ど
を
決
め
る

こ
と
が
で
き
る 

「
親
方
」 

の
育
成
も
必
要
で
す
。

全
国
一
律
で
は
な
く
、
効
率
的
な
場
所
で
よ
り

効
率
化
で
き
る
林
業
を
進
め
る
こ
と
で
、
次
世

代
の
若
人
が
林
業
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
に
希

望
を
持
て
る
よ
う
な
展
望
を
、
研
究
を
通
し
て

示
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

13 特集◉林業のいまを知りたい！

＊次世代の林業をみすえて

林業は、ひとりの人間が生きる時間や世代を超えて、

ひとつの森林が育っていく時間を見守りつづけていか

なくてはならない。作業的にも、ひとりの人間の力を

超えた協働作業が求められる。情報化社会の中でなお、

多様で人の暮らしに寄り添った技術の開発が求められ

ているといえるだろう。経営安定化へ向けての作業の

効率化や経費削減の研究は同時に、林業における人の

豊かさをみすえたところからはじまる。

特集◉

林業のいまを

知りたい！

グラフ❼　日本の平均的な再造林経費の内訳

1ヘクタールあたりの作業にかかる経費を全

国平均でみてみると、下刈りや地拵えに多く

の経費がかかっていることがわかる。

※100円未満は切り捨て
出典：19 道府県の標準単価表より算出

一貫作業システムの構築
一貫作業システムは、伐採してすぐに伐採に使ったのと同じ機

械を使って地拵えを行い、コンテナ苗等を用いて植林を行う低

コスト再造林の切り札である。常に次の工程を見据えて作業す

ることが大切である（▶P.14～ 15「研究の森から」参照）。

コンテナ苗の開発
コンテナ苗は裸苗よりも植栽可能な時期

が長いとされる。「伐ったらすぐ植える」一

貫作業システムにコンテナ苗はぴったり

で、年間作業の平準化を図ることができ

る（▶P.14～ 15「研究の森から」参照）。

ドローンで調査する
森林資源情報の分析や、細かい地形

解析による道づくりの効率化、雑草

の状態を判別して下刈りの省力化

等、ドローンによる今後の新しい情

報提供が期待されている。

新しい
技術開発のための研究
GPSによる位置情報の利用、IoTを利用

した市場要求に適切に対応するシステム、

日本の林地にあった小型で新しい機械の

開発は、林業の分野でも大きな力を発揮

するだろう。自然相手の仕事だけに一律

な効率化はできないが、総合的かつ多様

な応用の効く技術開発が進められている

（▶P.5～７P「対談記事」参照）。

地拵え

植栽

苗木代

下刈り

除伐

50万2400円

35万円

25万円

59万5300円

13万7700円
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一貫作業システムの切り札
コンテナ苗の理想と現実

研究の森から
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15 シリーズ◉研究の森から

伐採搬出機械を用いた地拵え

搬出機械を用いた
苗木運搬

植栽適期が長いコンテナ苗

一貫作業システムとは？

すぐ植えて下刈り省略

壁谷 大介　Kabeya Daisuke

植物生態研究領域

壁谷ほか（2016）森林学会誌98号 P214-222の図を一部改変。

コンテナ苗

普通苗

100

150

200

40

60
全体カラマツスギ ヒノキ

100

150

200

40

60
全体カラマツスギ ヒノキ

▶

▶
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樹種に応じた作業軽減で
再造林の経費を削減する

研究の森から

Forestry & Forest Products Research Institute   No.44  2019



17 シリーズ◉研究の森から

八木橋 勉 Yagihashi Tsutomu　

東北支所

原山 尚徳 Harayama Hisanori　

北海道支所



森 林 講 座 の お 知 ら せ

O P E N  S E M I N A R

荒木 眞岳　Araki Masatake　
植物生態研究領域

針葉樹は、樹冠が円錐形で、枝よりも
太くてまっすぐな幹が特徴（写真中央：
スギ、左奥：センペルセコイア）。

広葉樹は、樹冠が球形で、幹が細かく
分岐して枝との区別が不明瞭なものが
多い（ケヤキ）。

　

樹
木
は
種
類
に
よ
っ
て
様
々
な
形
を

し
て
い
ま
す
。
広
葉
樹
は
、
葉
や
枝
の

集
合
体
で
あ
る
樹
冠
が
球
形
に
近
く
、

幹
が
細
か
く
分
岐
し
て
枝
と
の
区
別
が

不
明
瞭
な
も
の
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
針
葉

樹
は
、
樹
冠
が
円
錐
形
で
、
枝
よ
り
も

太
く
て
真
っ
直
ぐ
な
幹
が
特
徴
的
で

す
。
柱
や
梁
な
ど
木
材
と
し
て
ス
ギ
や

ヒ
ノ
キ
の
幹
を
利
用
す
る
場
合
、
幹
の
形
は
な
る

べ
く
円
柱
に
近
い
形
の
方
が
、
製
材
の
時
に
む
だ

が
で
ま
せ
ん
。
ま
た
、
か
つ
て
は
、
節
が
な
い
も

の
や
、年
輪
幅
が
狭
く
て
そ
ろ
っ
て
い
る
も
の
が
、

良
質
な
材
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
で
は
、
木
の
植
栽
密

度
が
低
い
と
、
一
本
あ
た
り
の
葉
の
量
が
多
く
な

る
た
め
幹
の
太
り
は
速
い
で
す
が
、
年
輪
幅
は
広

く
な
り
ま
す
。
逆
に
、
密
度
が
高
い
と
、
葉
の
量

が
少
な
く
な
る
た
め
幹
の
太
り
は
遅
い
で
す
が
、

年
輪
幅
は
狭
く
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
幹
の

太
さ
と
年
輪
幅
の
バ
ラ
ン
ス
を
調
節
す
る
た
め
に

は
、
木
の
密
度
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

　

ま
た
、
樹
木
の
幹
は
、
幹
の
先
端
か
ら
下
方
に

向
け
て
枝
が
合
流
し
て
く
る
た
び
に
太
く
な
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
枝
葉
が
つ
い
て
い
る
上

方
の
幹
は
円
錐
形
に
近
く
な
り
ま
す
が
、
枝
が
な

い
下
方
の
幹
は
円
柱
に
近
い
形
に
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
、枝
は
節
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。し
た
が
っ

て
、
節
が
な
く
て
円
柱
形
に
近
い
幹
を
な
る
べ
く

長
く
得
る
た
め
に
は
、
枝
が
つ
い
て
い
な
い
部
分

を
長
く
し
て
や
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
林
業
で
は
、
密
度
が
高
い
林
か
ら
木

を
間
引
く「
間
伐
」や
下
の
方
の
枝
を
取
り
除
く

「
枝
打
ち
」に
よ
っ
て
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
１
本
あ
た

り
の
葉
の
量
や
、
枝
が
つ
い
て
い
な
い
幹
の
長
さ

を
調
節
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
作
業
を
行
う

こ
と
で
、
柱
な
ど
木
材
と
し
て
の
用
途
に
あ
っ
た

使
い
や
す
い
幹
の
形
を
作
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

現
在
で
は
、
集
成
材
や
合
板
と
し
て
の
利
用
も

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
林
業

の
技
術
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
木
材
の
用
途
に
も
応

用
で
き
ま
す
。 

（
２
０
１
８
年
11
月
10
日
開
催
講
座
よ
り
）
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5月11日（土曜日）

「樹木の葉に隠された巧妙な仕組み」
田中 憲蔵（植物生態研究領域） 

6月14日（金曜日）
「地形から高尾の山の成り立ちを考える」
大丸 裕武（研究ディレクター）

7月19日（金曜日）

「殺して活かす、ニホンジカ 
－捕獲個体から得られるアレコレ－」
松浦 友紀子（北海道支所）

9月13日（金曜日）

「火に負けない木づかい」
 上川 大輔（木材改質研究領域）

10月11日（金曜日）

「放射能に汚染されたシイタケ
　　  原木林の利用再開に向けて」
平出 政和（きのこ・森林微生物研究領域）

11月15日（金曜日）

「樹木のタネの成り年の不思議」
韓　慶民（植物生態研究領域） 

12月6日（金曜日）
「森林スポーツの現状と課題」

平野 悠一郎（林業経営・政策研究領域）

1月17日（金曜日）

「木を発酵させて造る、
　　香り豊かなアルコール 
－世界初の「木のお酒」を目指して－」
大塚 祐一郎（森林資源化学研究領域）

2月14日（金曜日）

「サクラ等を食い荒らす外来昆虫
クビアカツヤカミキリの生態と防除」
 加賀谷 悦子（森林昆虫研究領域）

3月6日（金曜日）

「－196℃で樹木を保存する」
遠藤 圭太（林木育種センター）

会場◉多摩森林科学園 森の科学館
時間◉13時15分〜 15時

受講料◉無料 (ただし、入園料として大人300
円、子供50円必要となります)
お申込の受付は各講座開催日の前月の1日から。
受付は先着順で、講座開催日の1週間前が締切と
なります。
ご希望の講座名・郵便番号・住所・氏名・電話番号・参
加希望者数をご記入の上、往復はがき、または電
子メール でお申し込みください。
なお、それぞれのお申込1通に対し、1講座3名ま
での受付とさせていただきます。

◆お問い合わせ
〒193-0843 東京都八王子市廿里町1833-81
多摩森林科学園
電話番号：042-661-1121
Email：shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp

スギやヒノキの幹の形は
葉の量で決まる !?

◀電子メール送付先

　二次元バーコード
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日
本
の
代
表
的
な
常
緑
針
葉
樹
に
ヒ
ノ
キ
が
あ

り
ま
す
。
材
の
色
が
美
し
く
、芳
香
が
し
て
、

強
度
も
あ
り
、
湿
気
に
強
く
、
加
工
し
や
す
い
樹
木

で
す
。
古
語
で
「
ヒ
」
と
い
う
音
は
「
良
い
」
を
意

味
す
る
た
め
、
ヒ
ノ
キ
は
「
良
い
木
」
を
意
味
す
る

と
の
説
が
あ
り
ま
す
。
法
隆
寺
の
建
築
材
と
し
て
用

い
ら
れ
た
よ
う
に
、
ヒ
ノ
キ
は
日
本
家
屋
の
代
表
的

な
建
築
材
と
し
て
、
い
つ
も
私
た
ち
の
そ
ば
に
あ
り

ま
し
た
。「
檜ひ
の
き

舞ぶ

台た
い

」「
総そ
う

桧ひ
の
き

造づ
く

り
」「
檜ひ

皮わ
だ

葺ぶ
き

」
な

ど
の
言
葉
も
あ
り
ま
す
ね
。

ヒ
ノ
キ
科
ヒ
ノ
キ
属
は
世
界
に
６
種
あ
り
ま

す
が
、
い
ず
れ
も
海
岸
線
か
ら
２
５
０
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
圏
内
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
意
外

な
こ
と
に
海
洋
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
樹
木
の
よ

う
で
す
。
日
本
の
ヒ
ノ
キ
属
に
は
ヒ
ノ
キ
と
サ
ワ
ラ

の
２
種
が
あ
り
ま
す
。
今
日
、
ヒ
ノ
キ
の
天
然
木
を

多
く
観
察
で
き
る
場
所
は
長
野
県
木
曽
地
方
と
岐

阜
県
東
濃
地
方
で
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
産
出
さ
れ

た
天
然
の
ヒ
ノ
キ
材
は
、
年
輪
が
密
で
あ
る
こ
と
が

特
徴
で
「
木
曽
ヒ
ノ
キ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

木
曽
地
方
は
、
年
間
降
水
量
が
２
０
０
０
ミ
リ

を
超
え
る
多
雨
地
域
で
、
か
つ
火
山
起
源

の
酸
性
火
成
岩
の
分
布
域
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
地
面
に
は
ポ
ド
ゾ
ル
土
壌
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
こ

の
土
壌
は
強
酸
性
で
地
力
が
痩
せ
て
い
る
た
め
、
落

葉
広
葉
樹
だ
け
が
優
占
す
る
こ
と
な
く
、
ヒ
ノ
キ
な

ど
の
常
緑
針
葉
樹
が
混
交
し
た
林
が
育
ち
ま
す
。

安
土
桃
山
時
代
か
ら
伐
採
・
利
用
さ
れ
続
け
て

き
た
木
曽
ヒ
ノ
キ
で
す
が
、
そ
の
資
源
量
は

再
生
と
減
少
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
い
ま
で
も

木
曽
ヒ
ノ
キ
は
神
社
仏
閣
な
ど
日
本
の
大
切
な
文

化
財
の
修
復
に
欠
か
せ
な
い
木
材
で
す
。
今
後
も
減

ら
す
こ
と
な
く
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
、
地
域
や
関

係
者
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。　

♣

ISSN　1883-0048

赤沢自然休養林

木曽地方の代表的なヒノキの美林

緻密な木曽ヒノキの材

冷涼な気候でゆっくりと育つこと

から年輪幅が密で、狂いの少な

い緻密な材となる。

文と写真◉ 星野 大介　
森林植生研究領域
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