
写真１　人工林材生産の長期展望

　本誌の特集で林業問題を取り上げるのは、2009年3月の第6号（林業の再生に向けて）以来
およそ3年ぶりとなります。この間、わが国の林業政策上の大きな変化がありました。それは
2009年12月に公表された「森林・林業再生プラン」（以後、再生プラン）です。この「再生
プラン」は、路網（林内作業のための道）を整備し機械力を活用する、小規模な林地を集約化
（団地化）して作業や流通の効率化を図る、こうした活動を先導する人材育成を行いつつ、効率
的で安定した林業経営の基盤づくりを進める、ということを2020年をめどに行おうとしてい
ます。
　今回の特集では、大きな転換期を迎えているわが国の林業について、まず木材供給の将来的な
見通しはどのように描けるのか、また木材を供給する森林所有者はいかなる考えを持っているの
か、ということを紹介します。こうした分析は、将来を見据えた効果的な政策を作るのに役立ち
ます。さらに、「再生プラン」でも重要な課題とされている丈夫な林内路網の効率的な設計方法
と、林業作業の労働災害を防止して安全な作業を実現するための研究を紹介します。このような
生産基盤整備と労働者の生命の安全に関わる研究は、林業経営の持続という点で非常に重要なも
のです。
 持続可能な林業経営を実現するという目標に向かって、これらの研究成果を活用していきたい
と考えています。
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途
で
あ
る
雑
木
林
を
売
る
よ
り
も
高
い
値
段
で
売
れ
る
の

が
普
通
で
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
多
く
の
人
工
林
で

は
、
主
伐
収
穫
す
れ
ば
そ
の
時
は
収
益
を
上
げ
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
跡
地
に
苗
木
を
植
え
て
再
造
林
す
る
と
コ
ス
ト

が
高
い
た
め
、
赤
字
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

は
じ
め
に

　

日
本
の
人
工
林
面
積
は
二
〇
世
紀
中
に
大
幅
に
拡
大
し

て
一
〇
〇
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
国

土
面
積
の
二
八
％
に
相
当
し
ま
す
。
森
林
内
の
樹
木
の
幹

の
体
積
の
合
計
を
蓄
積
量
と
い
い
ま
す
が
、
人
工
林
蓄
積

量
は
二
〇
〇
七
年
に
は
二
六
億
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、

さ
ら
に
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
丸
太
生

産
量
は
低
迷
し
て
お
り
、
間
伐
材
生
産
を
含
め
て
一
年
あ

た
り
の
生
産
量
は
蓄
積
量
の
〇
･
五
％
以
下
に
過
ぎ
ず
、

主
伐
面
積
も
森
林
面
積
の
〇
･
二
〜
〇
･
三
％
程
度
と
推

定
さ
れ
ま
す
。
一
方
、
政
府
は
森
林
・
林
業
再
生
プ
ラ
ン

に
よ
っ
て
木
材
自
給
率
五
〇
％
（
木
材
生
産
を
二
倍
以

上
）
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
昭
和
時
代
に
多
大
な

努
力
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
た
広
大
な
人
工
林
を
今
後
ど
の

よ
う
に
活
用
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

人
工
林
の
伐
採
と
将
来
構
成

　

現
存
人
工
林
の
約
八
割
は
一
九
五
〇
年
〜
一
九
八
五
年

に
植
林
さ
れ
て
、
二
〇
一
二
年
時
点
で
は
二
七
年
生
〜
六

二
年
生
と
な
っ
て
い
ま
す
。
将
来
も
年
〇
･
二
〜
〇
･

三
％
の
伐
採
ペ
ー
ス
が
続
い
て
、
か
つ
森
林
が
破
壊
さ
れ

る
よ
う
な
自
然
災
害
が
増
加
し
な
け
れ
ば
、
今
あ
る
人
工

林
の
七
〜
八
割
は
一
〇
〇
年
後
に
は
一
三
〇
〜
一
六
〇
年

生
く
ら
い
に
な
っ
て
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
図
１
）
。

一
方
、
今
後
一
〇
〇
年
間
に
お
け
る
一

年
あ
た
り
の
主
伐
面
積
を
現
在
の
二
倍

程
度
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
人

工
林
の
半
分
を
主
伐
収
穫
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

人
工
林
経
営
の
現
状

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
森
林
・
林

業
再
生
プ
ラ
ン
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と

お
り
、
日
本
の
木
材
生
産
量
は
長
期
的

に
大
幅
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で

す
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
ど

の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

大
き
く
見
る
と
、
一
つ
は
間
伐
の
収
益

性
の
問
題
、
も
う
一
つ
は
主
伐
後
の
森

林
の
再
生
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
で
は
多
く
の
地
域
で
補
助
金
な

し
で
は
人
工
林
経
営
が
成
り
立
た
な
く

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
で
も
健
全
に
成
長
し
て
成
熟
し
た
人

工
林
の
立
木
を
製
材
ま
た
は
合
板
用
に

売
れ
ば
、
主
に
パ
ル
プ
・
チ
ッ
プ
の
用

人
工
林
か
ら
の
木
材
生
産
の

長
期
展
望

岡  

裕
泰

 

（
林
業
経
営・政
策
研
究
領
域
）

持続可能な林業経営を目指して
人工林からの木材生産の長期展望

森 林 作 業 道 の 路 線 選 定 を 支 援 す る

森林所有者の思い描く木材生産の将来と持続性

事故を減らして経営を安定させる －防護用品の活用－ 東北支所長
駒木  貴彰
東北支所長
駒木  貴彰
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写真２　高齢級樹の伐採

図１　人工林の2012年の齢級構成と2112年の齢級構成
　　　赤は概ね現状の年伐採率0.25%の場合、緑は二倍の0.5%に上昇した場合

で、ともに造林面積が伐採面積に等しい（再造林が100%実施された）場合。
人工造林面積が伐採面積よりも小さい場合には、その比率に応じて、2112
年の100年生以下の面積がグラフよりも小さくなります。伐採面積が現状の
二倍以内ならば、80年後には人工林の半分以上が100年生以上になります。
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し
た
が
っ
て
、
立
地
条
件
に
よ
っ
て
は
、
天
然
更
新
な

ど
低
コ
ス
ト
の
更
新
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

収
穫
し
て
も
経
済
的
に
成
り
立
つ
森
林
の
範
囲
が
広
が

り
、
地
域
全
体
と
し
て
の
木
材
生
産
水
準
が
高
ま
る
と
同

時
に
、
天
然
更
新
し
た
広
葉
樹
林
に
よ
っ
て
生
物
多
様
性

を
高
め
る
可
能
性
が
開
け
ま
す
。
さ
ら
に
造
林
補
助
な
ど

の
公
的
負
担
を
減
ら
し
、
林
業
の
経
済
的
自
立
性
を
高
め

る
可
能
性
も
開
け
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
通
じ

て
、
森
林
・
林
業
再
生
プ
ラ
ン
の
実
現
に
向
け
て
貢
献
し

て
い
き
ま
す
。

で
す
。

　

将
来
想
定
す
る
伐
期
齢
、
つ
ま
り
「
ど
の
く
ら
い
の
林

齢
に
な
っ
た
ら
伐
採
す
る
か
」
に
つ
い
て
尋
ね
た
結
果
は

図
２
の
と
お
り
で
す
。
最
も
多
か
っ
た
回
答
は
岩
手
、
秋

田
、
和
歌
山
、
熊
本
で
六
一
〜
八
〇
年
生
、
宮
崎
で
四
一

〜
六
〇
年
生
で
し
た
。
宮
崎
で
は
他
地
域
と
比
較
し
て
よ

り
早
い
林
齢
で
伐
採
す
る
、
つ
ま
り
短
伐
期
志
向
で
あ
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

以
上
の
結
果
を
合
わ
せ
る
と
、
大
勢
で
は
人
工
林
が
六

一
〜
八
〇
年
生
程
度
に
成
長
し
た
時
期
に
皆
伐
さ
れ
る
部

分
が
多
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
そ
の
一
方
で
皆
伐
さ
れ

な
い
人
工
林
、
お
よ
び
再
造
林
予
定
の
な
い
皆
伐
跡
地
も

一
定
程
度
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
現
時
点
で
の
森
林
所
有
者
の
意
向
の
み
に
よ
れ

ば
、
日
本
に
お
け
る
人
工
林
は
減
少
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
の
全
て
が
必
ず
し
も

再
造
林
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し

も
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
生
産
条
件
の
良
い
場
所
を

選
ん
で
経
済
的
に
持
続
可
能
な
林
業
経
営
を
実
現
さ
せ
て

い
く
可
能
性
に
繋
が
り
ま
す
。

　

現
在
、
進
め
ら
れ
て
い
る
「
森
林
・
林
業
再
生
プ
ラ

ン
」
で
は
施
業
の
集
約
化
や
機
械
化
等
に
よ
っ
て
木
材
生

産
コ
ス
ト
の
低
減
を
図
っ
て
お
り
、
主
に
間
伐
に
よ
る
増

産
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
将
来
的
に
は
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
に
示
さ
れ
た
時
期
に
皆
伐
が
見
込
ま
れ
ま

す
。
そ
し
て
皆
伐
後
に
は
再
造
林
す
る
こ
と
が
資
源
の
持

は
じ
め
に

　

木
材
価
格
は
長
期
的
に
低
迷
し
た
ま
ま
、
な
か
な
か
上

昇
す
る
兆
し
が
見
え
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
状
況
下
、
多

く
の
森
林
所
有
者
は
人
工
林
の
皆
伐
実
施
を
先
送
り
す
る

傾
向
が
見
ら
れ
、
資
源
的
に
成
熟
す
る
中
で
生
産
量
の
増

加
に
結
び
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
林
業
経
営
へ
の
意
欲

の
衰
え
か
ら
、
皆
伐
し
た
後
を
放
置
す
る
「
再
造
林
放

棄
」
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
人
工
林

は
成
熟
、
伐
採
、
そ
の
後
に
再
造
林
と
継
続
し
て
い
く
こ

と
で
林
業
経
営
が
持
続
可
能
と
な
る
わ
け
で
、
再
造
林
さ

れ
る
こ
と
は
持
続
性
の
大
き
な
要
件
で
す
。

　

で
は
、
森
林
所
有
者
は
将
来
の
皆
伐
と
再
造
林
の
実
施

に
つ
い
て
実
際
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
を
具
体
的
な
数
字
で
知
る
た
め
に
、
こ
こ
で

は
、
全
国
五
地
域
の
森
林
所
有
者
を
対
象
と
し
て
実
施
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
一
部
を
紹
介
し
な
が
ら
、
皆
伐
実

施
時
期
と
再
造
林
の
意
向
に
つ
い
て
示
し
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
概
要

　

本
ア
ン
ケ
ー
ト
は
全
国
各
地
域
か
ら
選
ん
だ
森
林
組
合

に
所
属
す
る
組
合
員
一
、
〇
〇
〇
名
を
対
象
に
郵
送
で
実

施
し
た
も
の
で
す
。
対
象
森
林
組
合
と
回
収
率
は
、
表
１

の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
東
北
の
二
県
は
資
源
量
が
豊
富

で
今
後
の
伐
採
増
加
が
期
待
さ
れ
る
地
域
、
和
歌
山
は
都

市
郊
外
の
里
山
的
地
域
、
九
州
の
二
県
は
現
在
進
行
形
で

木
材
生
産
が
実
施
さ
れ
て
い
る
地
域
と
い
う
位
置
づ
け
で

す
。

想
定
す
る
皆
伐
実
施
時
期
と
伐
期
齢

　

何
年
後
に
保
有
面
積
を
ど
れ
だ
け
の
割
合
ず
つ
皆
伐
し

よ
う
と
考
え
て
い
る
か
（
図
２
）
、
お
よ
び
皆
伐
後
に
ど

れ
だ
け
の
割
合
を
再
造
林
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
か
を
尋

ね
た
結
果
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。
秋
田
と
宮
崎
で
は
現

在
か
ら
四
十
年
後
ま
で
に
皆
伐
が
想
定
さ
れ
る
面
積
が
過

半
で
あ
り
、
「
皆
伐
し
な
い
」
と
想
定
さ
れ
る
面
積
は
比

較
的
少
な
い
こ
と
、
一
方
和
歌
山
と
熊
本
で
は
二
〇
年
以

内
に
皆
伐
さ
れ
る
意
向
の
面
積
は
比
較
的
少
な
く
、
「
皆

伐
し
な
い
」
と
想
定
さ
れ
る
面
積
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で

き
ま
す
。
再
造
林
の
予
定
面
積
に
関
し
て
は
、
四
割
強
か

ら
七
割
強
ま
で
と
五
割
を
ま
た
い
で
地
域
に
よ
っ
て
大
き

く
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
大
き
な
数
字

　

今
の
人
工
林
の
資
源
状
態
を
考
え
れ
ば
、
広
葉
樹
林
化

に
よ
る
人
工
林
面
積
の
わ
ず
か
な
減
少
を
恐
れ
る
理
由
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
一
部
を
広
葉
樹
林
化
し
て
も
、
経
済

的
に
収
穫
可
能
な
人
工
林
の
蓄
積
は
膨
大
で
す
。
む
し
ろ
、

人
工
林
経
営
の
適
性
の
な
い
林
地
に
ま
で
伐
採
後
の
再
造

林
を
義
務
づ
け
る
と
、
伐
採
も
再
造
林
も
で
き
な
い
林
地

が
増
え
て
、
生
産
力
を
維
持
す
る
つ
も
り
で
設
け
た
規
制

が
逆
に
生
産
水
準
を
抑
制
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
か
な
り
の
人
工
林
は
過
去
の
努
力
に
反
し
て
、
費
用
ば

か
り
が
か
か
る
負
の
遺
産
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
現
状
で
は
当
分
の
間
、
間
伐
材
生
産
で
林

業
経
営
を
継
続
し
て
、
主
伐
と
再
造
林
を
先
送
り
す
る
の

が
一
つ
の
や
り
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
に
は

間
伐
材
生
産
の
採
算
性
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
間
伐
に
よ

る
単
位
材
積
あ
た
り
の
素
材
生
産
費
は
主
伐
に
よ
る
素
材

生
産
費
よ
り
も
高
い
の
で
、
間
伐
で
採
算
が
と
れ
る
森
林

の
面
積
は
、
主
伐
で
採
算
が
と
れ
る
面
積
よ
り
も
か
な
り

小
さ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
工
林
の
林
齢
の
上
昇
と

素
材
生
産
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
将
来
的
に
補
助
金
に

頼
ら
な
い
間
伐
材
生
産
を
ど
の
程
度
拡
大
で
き
る
か
は
、

価
格
と
費
用
の
関
係
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
丸

太
価
格
が
低
下
せ
ず
に
、
素
材
生
産
費
削
減
に
成
功
す
れ

ば
、
間
伐
材
を
主
体
に
し
た
大
幅
な
生
産
拡
大
が
実
現
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
素
材
生
産
費
が
削
減
で

き
な
か
っ
た
場
合
や
、
か
り
に
削
減
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
れ
以
上
に
丸
太
価
格
が
低
下
し
た
場
合
に
は
、
間
伐
で

は
採
算
が
と
れ
な
い
の
で
、
資
源
の
活
用
の
た
め
に
は
主

伐
を
重
点
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

人
工
林
主
伐
に
よ
る
生
産
拡
大
の
鍵

　

で
は
主
伐
に
よ
る
生
産
拡
大
の
鍵
は
何
で
し
ょ
う
か
。

現
在
、
森
林
総
研
で
も
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
大
幅
な

コ
ス
ト
削
減
を
実
現
す
る
伐
採
・
再
造
林
技
術
の
開
発
・

普
及
が
一
番
で
す
が
、
再
造
林
費
用
の
ま
か
な
え
な
い
人

工
林
で
も
育
て
た
木
は
収
穫
し
て
、
そ
の
あ
と
天
然
更
新

や
播
種
更
新
に
よ
る
広
葉
樹
林
化
が
可
能
な
場
合
は
、
そ

れ
を
積
極
的
に
進
め
る
の
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

森
林
所
有
者
の
思
い
描
く

木
材
生
産
の
将
来
と
持
続
性

田
中  

亘

林
業
経
営・政
策
研
究
領
域

主
任
研
究
員

林  

雅
秀

（
東
北
支
所 

主
任
研
究
員
）



写真２　高齢級樹の伐採

図１　人工林の2012年の齢級構成と2112年の齢級構成
　　　赤は概ね現状の年伐採率0.25%の場合、緑は二倍の0.5%に上昇した場合

で、ともに造林面積が伐採面積に等しい（再造林が100%実施された）場合。
人工造林面積が伐採面積よりも小さい場合には、その比率に応じて、2112
年の100年生以下の面積がグラフよりも小さくなります。伐採面積が現状の
二倍以内ならば、80年後には人工林の半分以上が100年生以上になります。
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し
た
が
っ
て
、
立
地
条
件
に
よ
っ
て
は
、
天
然
更
新
な

ど
低
コ
ス
ト
の
更
新
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

収
穫
し
て
も
経
済
的
に
成
り
立
つ
森
林
の
範
囲
が
広
が

り
、
地
域
全
体
と
し
て
の
木
材
生
産
水
準
が
高
ま
る
と
同

時
に
、
天
然
更
新
し
た
広
葉
樹
林
に
よ
っ
て
生
物
多
様
性

を
高
め
る
可
能
性
が
開
け
ま
す
。
さ
ら
に
造
林
補
助
な
ど

の
公
的
負
担
を
減
ら
し
、
林
業
の
経
済
的
自
立
性
を
高
め

る
可
能
性
も
開
け
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
通
じ

て
、
森
林
・
林
業
再
生
プ
ラ
ン
の
実
現
に
向
け
て
貢
献
し

て
い
き
ま
す
。

で
す
。

　

将
来
想
定
す
る
伐
期
齢
、
つ
ま
り
「
ど
の
く
ら
い
の
林

齢
に
な
っ
た
ら
伐
採
す
る
か
」
に
つ
い
て
尋
ね
た
結
果
は

図
２
の
と
お
り
で
す
。
最
も
多
か
っ
た
回
答
は
岩
手
、
秋

田
、
和
歌
山
、
熊
本
で
六
一
〜
八
〇
年
生
、
宮
崎
で
四
一

〜
六
〇
年
生
で
し
た
。
宮
崎
で
は
他
地
域
と
比
較
し
て
よ

り
早
い
林
齢
で
伐
採
す
る
、
つ
ま
り
短
伐
期
志
向
で
あ
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

以
上
の
結
果
を
合
わ
せ
る
と
、
大
勢
で
は
人
工
林
が
六

一
〜
八
〇
年
生
程
度
に
成
長
し
た
時
期
に
皆
伐
さ
れ
る
部

分
が
多
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
そ
の
一
方
で
皆
伐
さ
れ

な
い
人
工
林
、
お
よ
び
再
造
林
予
定
の
な
い
皆
伐
跡
地
も

一
定
程
度
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
現
時
点
で
の
森
林
所
有
者
の
意
向
の
み
に
よ
れ

ば
、
日
本
に
お
け
る
人
工
林
は
減
少
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
の
全
て
が
必
ず
し
も

再
造
林
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し

も
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
生
産
条
件
の
良
い
場
所
を

選
ん
で
経
済
的
に
持
続
可
能
な
林
業
経
営
を
実
現
さ
せ
て

い
く
可
能
性
に
繋
が
り
ま
す
。

　

現
在
、
進
め
ら
れ
て
い
る
「
森
林
・
林
業
再
生
プ
ラ

ン
」
で
は
施
業
の
集
約
化
や
機
械
化
等
に
よ
っ
て
木
材
生

産
コ
ス
ト
の
低
減
を
図
っ
て
お
り
、
主
に
間
伐
に
よ
る
増

産
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
将
来
的
に
は
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
に
示
さ
れ
た
時
期
に
皆
伐
が
見
込
ま
れ
ま

す
。
そ
し
て
皆
伐
後
に
は
再
造
林
す
る
こ
と
が
資
源
の
持

は
じ
め
に

　

木
材
価
格
は
長
期
的
に
低
迷
し
た
ま
ま
、
な
か
な
か
上

昇
す
る
兆
し
が
見
え
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
状
況
下
、
多

く
の
森
林
所
有
者
は
人
工
林
の
皆
伐
実
施
を
先
送
り
す
る

傾
向
が
見
ら
れ
、
資
源
的
に
成
熟
す
る
中
で
生
産
量
の
増

加
に
結
び
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
林
業
経
営
へ
の
意
欲

の
衰
え
か
ら
、
皆
伐
し
た
後
を
放
置
す
る
「
再
造
林
放

棄
」
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
人
工
林

は
成
熟
、
伐
採
、
そ
の
後
に
再
造
林
と
継
続
し
て
い
く
こ

と
で
林
業
経
営
が
持
続
可
能
と
な
る
わ
け
で
、
再
造
林
さ

れ
る
こ
と
は
持
続
性
の
大
き
な
要
件
で
す
。

　

で
は
、
森
林
所
有
者
は
将
来
の
皆
伐
と
再
造
林
の
実
施

に
つ
い
て
実
際
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
を
具
体
的
な
数
字
で
知
る
た
め
に
、
こ
こ
で

は
、
全
国
五
地
域
の
森
林
所
有
者
を
対
象
と
し
て
実
施
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
一
部
を
紹
介
し
な
が
ら
、
皆
伐
実

施
時
期
と
再
造
林
の
意
向
に
つ
い
て
示
し
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
概
要

　

本
ア
ン
ケ
ー
ト
は
全
国
各
地
域
か
ら
選
ん
だ
森
林
組
合

に
所
属
す
る
組
合
員
一
、
〇
〇
〇
名
を
対
象
に
郵
送
で
実

施
し
た
も
の
で
す
。
対
象
森
林
組
合
と
回
収
率
は
、
表
１

の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
東
北
の
二
県
は
資
源
量
が
豊
富

で
今
後
の
伐
採
増
加
が
期
待
さ
れ
る
地
域
、
和
歌
山
は
都

市
郊
外
の
里
山
的
地
域
、
九
州
の
二
県
は
現
在
進
行
形
で

木
材
生
産
が
実
施
さ
れ
て
い
る
地
域
と
い
う
位
置
づ
け
で

す
。

想
定
す
る
皆
伐
実
施
時
期
と
伐
期
齢

　

何
年
後
に
保
有
面
積
を
ど
れ
だ
け
の
割
合
ず
つ
皆
伐
し

よ
う
と
考
え
て
い
る
か
（
図
２
）
、
お
よ
び
皆
伐
後
に
ど

れ
だ
け
の
割
合
を
再
造
林
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
か
を
尋

ね
た
結
果
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。
秋
田
と
宮
崎
で
は
現

在
か
ら
四
十
年
後
ま
で
に
皆
伐
が
想
定
さ
れ
る
面
積
が
過

半
で
あ
り
、
「
皆
伐
し
な
い
」
と
想
定
さ
れ
る
面
積
は
比

較
的
少
な
い
こ
と
、
一
方
和
歌
山
と
熊
本
で
は
二
〇
年
以

内
に
皆
伐
さ
れ
る
意
向
の
面
積
は
比
較
的
少
な
く
、
「
皆

伐
し
な
い
」
と
想
定
さ
れ
る
面
積
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で

き
ま
す
。
再
造
林
の
予
定
面
積
に
関
し
て
は
、
四
割
強
か

ら
七
割
強
ま
で
と
五
割
を
ま
た
い
で
地
域
に
よ
っ
て
大
き

く
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
大
き
な
数
字

　

今
の
人
工
林
の
資
源
状
態
を
考
え
れ
ば
、
広
葉
樹
林
化

に
よ
る
人
工
林
面
積
の
わ
ず
か
な
減
少
を
恐
れ
る
理
由
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
一
部
を
広
葉
樹
林
化
し
て
も
、
経
済

的
に
収
穫
可
能
な
人
工
林
の
蓄
積
は
膨
大
で
す
。
む
し
ろ
、

人
工
林
経
営
の
適
性
の
な
い
林
地
に
ま
で
伐
採
後
の
再
造

林
を
義
務
づ
け
る
と
、
伐
採
も
再
造
林
も
で
き
な
い
林
地

が
増
え
て
、
生
産
力
を
維
持
す
る
つ
も
り
で
設
け
た
規
制

が
逆
に
生
産
水
準
を
抑
制
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
か
な
り
の
人
工
林
は
過
去
の
努
力
に
反
し
て
、
費
用
ば

か
り
が
か
か
る
負
の
遺
産
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
現
状
で
は
当
分
の
間
、
間
伐
材
生
産
で
林

業
経
営
を
継
続
し
て
、
主
伐
と
再
造
林
を
先
送
り
す
る
の

が
一
つ
の
や
り
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
に
は

間
伐
材
生
産
の
採
算
性
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
間
伐
に
よ

る
単
位
材
積
あ
た
り
の
素
材
生
産
費
は
主
伐
に
よ
る
素
材

生
産
費
よ
り
も
高
い
の
で
、
間
伐
で
採
算
が
と
れ
る
森
林

の
面
積
は
、
主
伐
で
採
算
が
と
れ
る
面
積
よ
り
も
か
な
り

小
さ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
工
林
の
林
齢
の
上
昇
と

素
材
生
産
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
将
来
的
に
補
助
金
に

頼
ら
な
い
間
伐
材
生
産
を
ど
の
程
度
拡
大
で
き
る
か
は
、

価
格
と
費
用
の
関
係
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
丸

太
価
格
が
低
下
せ
ず
に
、
素
材
生
産
費
削
減
に
成
功
す
れ

ば
、
間
伐
材
を
主
体
に
し
た
大
幅
な
生
産
拡
大
が
実
現
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
素
材
生
産
費
が
削
減
で

き
な
か
っ
た
場
合
や
、
か
り
に
削
減
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
れ
以
上
に
丸
太
価
格
が
低
下
し
た
場
合
に
は
、
間
伐
で

は
採
算
が
と
れ
な
い
の
で
、
資
源
の
活
用
の
た
め
に
は
主

伐
を
重
点
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

人
工
林
主
伐
に
よ
る
生
産
拡
大
の
鍵

　

で
は
主
伐
に
よ
る
生
産
拡
大
の
鍵
は
何
で
し
ょ
う
か
。

現
在
、
森
林
総
研
で
も
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
大
幅
な

コ
ス
ト
削
減
を
実
現
す
る
伐
採
・
再
造
林
技
術
の
開
発
・

普
及
が
一
番
で
す
が
、
再
造
林
費
用
の
ま
か
な
え
な
い
人

工
林
で
も
育
て
た
木
は
収
穫
し
て
、
そ
の
あ
と
天
然
更
新

や
播
種
更
新
に
よ
る
広
葉
樹
林
化
が
可
能
な
場
合
は
、
そ

れ
を
積
極
的
に
進
め
る
の
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

森
林
所
有
者
の
思
い
描
く

木
材
生
産
の
将
来
と
持
続
性

田
中  

亘

林
業
経
営・政
策
研
究
領
域

主
任
研
究
員

林  
雅
秀

（
東
北
支
所 
主
任
研
究
員
）
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図２　伐採を想定する将来時期と再造林
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0%
岩手　　　　　　秋田　　　　　　和歌山　　　　　　熊本　　　　　　宮崎

（ha）

回答者の保有
森林面積合計 1,506 1,178 4,359 2,244 1,626

61.9 42.7 45.5 75.2 57.4

（％）

伐採跡地での
再造林予定

注）再造林予定の数値は伐採予定面積に対する再造林予定面積の割合
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現在～20年後

皆伐を行う
つもりはない

101年生以上

81～100年生

61～80年生

41～60年生

岩手 秋田 和歌山 熊本 宮崎
実施年度 2007 2007 2008 2009 2009

対象
森林組合

東磐井 仙北東
４つの
森林組合注） 菊池 南那珂

回収率（％） 46 53 44 22 32

注）和歌山は那賀広域、高野町、かつらぎ町、和海の４組合で、各250名に送付
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支
を
予
測
し
、
造
林
コ
ス
ト
を
低
減
し
て
再
造
林
を
促
進

す
る
手
法
の
開
発
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
将
来
に
お

け
る
林
業
経
営
の
再
構
築
に
向
け
て
、
私
た
ち
も
貢
献
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

幅
、
の
り
面
の
角
度
な
ど
を
設
定
し
、
予
定
路
線
を
描
い

て
い
き
ま
す
。
路
線
の
描
画
が
終
わ
る
と
、
縦
・
横
断
面

図
が
作
成
さ
れ
、
土
工
量
が
算
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
を

参
考
に
し
て
、
予
定
路
線
の
平
面
線
形
や
縦
断
線
形
を
修

正
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
こ
れ
ら
の
情
報
を
使
っ
て
、
複

数
の
候
補
路
線
を
客
観
的
に
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

森
林
作
業
道

　

森
林
作
業
道
は
、
間
伐
等
の
森
林
整
備
や
木
材
の
集

材
・
搬
出
作
業
を
行
う
た
め
に
継
続
的
に
利
用
さ
れ
る
道

幅
二
・
五
〜
四
・
〇
㍍
程
度
の
道
で
あ
り
（
写
真
３
）
、

丈
夫
で
簡
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
ど
こ
に
道
を
開
設
す
る
か
、
つ
ま
り
路
線
選
定

が
重
要
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
際
い
く
つ
か
気
を
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
す
。
開
設
し
た
道
が
崩
れ

に
く
く
、
濁
水
や
土
砂
流
出
な
ど
で
環
境
に
悪
影
響
を
与

え
な
い
こ
と
、
土
工
量
（
工
事
で
取
り
扱
う
土
の
量
）
を

減
ら
し
、
切
土
と
盛
土
の
量
を
で
き
る
か
ぎ
り
均
等
に
す

る
こ
と
、
搬
出
作
業
な
ど
に
使
用
す
る
機
械
の
性
能
に

合
っ
た
構
造
と
す
る
こ
と
な
ど
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

地
形
、
土
質
だ
け
で
な
く
、
搬
出
作
業
に
関
す
る
広
範
な

経
験
や
知
識
を
必
要
と
す
る
の
で
、
路
線
選
定
は
簡
単
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
森
林
総
合
研
究
所
で
は
、
こ
の
よ
う
な

難
し
い
路
線
選
定
作
業
を
な
る
べ
く
簡
便
な
も
の
に
す
る

た
め
の
対
話
型
の
支
援
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
図
４
）
を
開
発

し
ま
し
た
。
こ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
は
、
利
用
者
が
マ
ウ

ス
で
予
定
路
線
を
描
く
と
、
縦
・
横
断
面
図
を
表
示
し
て

視
覚
的
に
縦
断
線
形
（
路
線
の
形
状
）
や
横
断
面
を
確
認

で
き
る
よ
う
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
横
断
面
の
面
積
を
計

算
し
て
、
数
値
的
に
土
工
量
を
検
討
す
る
こ
と
も
可
能
と

し
ま
し
た
。

　

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
国
土
地

理
院
の
基
盤
地
図
情
報
な
ど
の

数
値
地
図
（
Ｄ
Ｅ
Ｍ
）
と
、
等

高
線
が
書
き
込
ま
れ
た
地
図

（
森
林
基
本
図
な
ど
）
を
用
意

し
ま
す
。
前
者
は
土
工
量
を
計

算
す
る
た
め
、
後
者
は
予
定
路

線
を
描
く
た
め
に
必
要
で
す
。

最
低
限
必
要
な
も
の
は
こ
れ
だ

け
で
す
が
、
Ｄ
Ｅ
Ｍ
か
ら
傾
斜

分
布
図
（
図
５
）
な
ど
を
作
成

す
れ
ば
、
適
・
不
適
地
判
定
の

目
安
と
し
て
非
常
に
有
用
で

す
。
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ

Ｉ
Ｓ
）
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る

の
で
、
様
々
な
図
面
を
重
ね
て

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

路
線
選
定

　

次
に
路
線
選
定
作
業
に
入
り

ま
す
。
計
画
す
る
作
業
道
の
道

「
機
械
と
路
網
に
よ
る
低
コ
ス
ト
生
産
シ
ス
テ
ム
」
や

「
集
約
化
の
た
め
の
伐
出
見
積
も
り
シ
ス
テ
ム
」
、
「
再

造
林
の
低
コ
ス
ト
化
を
目
的
と
し
た
育
林
コ
ス
ト
予
測
手

法
及
び
適
地
診
断
シ
ス
テ
ム
」
な
ど
に
よ
り
、
将
来
の
収

続
性
に
は
必
要
で
す
が
、
そ
の
際
に
は
次
代
の
収
支
を
精

査
し
、
経
済
的
に
見
合
う
範
囲
を
予
測
し
て
再
造
林
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
持
続

可
能
な
林
業
の
実
現
へ
向
け
て
、
森
林
総
合
研
究
所
で
は

森
林
作
業
道
の

路
線
選
定
を
支
援
す
る

鈴
木 

秀
典
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業
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線
の
形
状
）
や
横
断
面
を
確
認

で
き
る
よ
う
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
横
断
面
の
面
積
を
計

算
し
て
、
数
値
的
に
土
工
量
を
検
討
す
る
こ
と
も
可
能
と

し
ま
し
た
。

　

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
国
土
地

理
院
の
基
盤
地
図
情
報
な
ど
の

数
値
地
図
（
Ｄ
Ｅ
Ｍ
）
と
、
等

高
線
が
書
き
込
ま
れ
た
地
図

（
森
林
基
本
図
な
ど
）
を
用
意

し
ま
す
。
前
者
は
土
工
量
を
計

算
す
る
た
め
、
後
者
は
予
定
路

線
を
描
く
た
め
に
必
要
で
す
。

最
低
限
必
要
な
も
の
は
こ
れ
だ

け
で
す
が
、
Ｄ
Ｅ
Ｍ
か
ら
傾
斜

分
布
図
（
図
５
）
な
ど
を
作
成

す
れ
ば
、
適
・
不
適
地
判
定
の

目
安
と
し
て
非
常
に
有
用
で

す
。
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ

Ｉ
Ｓ
）
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る

の
で
、
様
々
な
図
面
を
重
ね
て

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

路
線
選
定

　

次
に
路
線
選
定
作
業
に
入
り

ま
す
。
計
画
す
る
作
業
道
の
道

「
機
械
と
路
網
に
よ
る
低
コ
ス
ト
生
産
シ
ス
テ
ム
」
や

「
集
約
化
の
た
め
の
伐
出
見
積
も
り
シ
ス
テ
ム
」
、
「
再

造
林
の
低
コ
ス
ト
化
を
目
的
と
し
た
育
林
コ
ス
ト
予
測
手

法
及
び
適
地
診
断
シ
ス
テ
ム
」
な
ど
に
よ
り
、
将
来
の
収

続
性
に
は
必
要
で
す
が
、
そ
の
際
に
は
次
代
の
収
支
を
精

査
し
、
経
済
的
に
見
合
う
範
囲
を
予
測
し
て
再
造
林
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
持
続

可
能
な
林
業
の
実
現
へ
向
け
て
、
森
林
総
合
研
究
所
で
は

森
林
作
業
道
の

路
線
選
定
を
支
援
す
る

鈴
木 

秀
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図５　傾斜分布図
　　　茶は30度以上の急傾斜面を、緑は30度未満の相対的緩傾斜面を表す。

図４　森林作業道の路線選定支援ソフトウェアおよび路線選定のフローチャート
　　　路線計画、横断面図、縦断面図、コントロール、および計算条件設定の５つの画面で構成される。
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も
災
害
に
伴
う
支
出
を
抑
え
、
貴
重
な
熟
練
力
を
維
持

し
、
魅
力
あ
る
職
場
と
す
る
点
で
経
営
的
に
も
と
て
も
重

要
で
す
。

ケ
ガ
と
事
故
を
防
ぐ
防
護
服

　

産
業
活
動
の
場
で
は
、
ケ
ガ
や
事
故
を
予
防
し
、
万
一

ケ
ガ
を
し
て
も
そ
の
程
度
を
軽
く
す
る
目
的
で
防
護
用
品

を
利
用
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
林
業
の
現
場
で
は
、
着
る

と
動
き
に
く
い
、
価
格
が
高
い
と
い
っ
た
理
由
に
加
え

て
、
積
極
的
に
使
用
す
る
習
慣
が
な
か
っ
た
た
め
、
以
前

は
防
護
用
品
が
十
分
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
林
業
労
働
災
害
を
減
少
さ
せ
る
必
要
か
ら
、
そ

の
手
段
と
し
て
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
用
防
護
服
（
写
真
４
）
に

今
期
待
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
用
防
護
服
と
は
、
内
側
に
防
護
材
を
仕

込
み
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
刃
が
当
た
っ
て
も
身
体
が
切
れ

な
い
よ
う
に
し
た
衣
服
型
の
防
護
具
の
こ
と
で
、
刃
が
当

た
る
と
長
い
繊
維
が
引
き
出
さ
れ
、
繊
維
が
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
に
絡
ま
る
抵
抗
で
強
制
的
に
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
動
き

を
止
め
る
仕
組
み
が
一
般
的
で
す
。
（
写
真
５
）

　

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
身
体
を
切
る
事
故
は
、
四
日
以
上
の

休
業
を
伴
う
林
業
労
働
災
害
の
約
一
五
％
を
占
め
ま
す
。

被
災
個
所
は
下
半
身
に
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
が
（
図

６
）
、
負
傷
の
約
六
割
が
防
護
服
を
着
て
い
れ
ば
防
げ
た

可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
私
た
ち
の
調
査
で
わ
か
っ
て
い
ま

す
（
図
６
の
網
掛
け
の
範
囲
）
。
こ
の
数
字
は
、
全
災
害

数
の
約
１
割
に
相
当
し
ま
す
の
で
、
防
護
服
一
つ
で
こ
れ

　

図
上
で
の
検
討
が
終
わ
っ
た
ら
現
地
で
開
設
予
定
地
を

踏
査
し
、
現
地
の
地
形
が
地
図
の
と
お
り
に
な
っ
て
い
る

か
、
地
図
に
表
れ
て
い
な
い
崩
壊
地
や
大
き
な
岩
、
湧
水

な
ど
が
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
に
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
と
の
接
続
機
能
が
あ
る
た
め
、

踏
査
で
歩
い
た
軌
跡
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
路
線
計
画
画
面

に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
、
予
定
路
線
の
変
更
な
ど
を
簡

易
か
つ
精
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
逆
に
、
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
で
描
い
た
路
線
の
位
置
情
報
を
Ｇ
Ｐ
Ｓ
に
出
力
す

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
現
地
で
予
定
路
線
の
位
置
を
精

確
に
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
室
内
作
業

と
現
地
踏
査
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
路
線
選
定
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
対
話
的
に
路
線

選
定
や
線
形
の
修
正
を
行
い
な
が
ら
、
よ
り
適
性
が
高
い

と
思
わ
れ
る
路
線
を
利
用
者
自
身
が
判
断
し
て
い
く
も
の

で
、
路
線
選
定
作
業
を
よ
り
簡
便
で
適
切
な
も
の
に
す
る

た
め
の
強
力
な
支
援
ツ
ー
ル
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
研
究
は
農
林
水
産
省
「
新
た
な
農
林
水
産
政
策
を

推
進
す
る
実
用
技
術
開
発
事
業
」
「
間
伐
促
進
の
た
め
の

低
負
荷
型
作
業
路
開
設
技
術
と
影
響
評
価
手
法
の
開
発

（
課
題
番
号
：
2
1
0
3
8
）
」
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

は
じ
め
に

　

林
業
は
以
前
か
ら
労
働
災
害
の
多
い
仕
事
で
す
。
機
械

化
が
進
み
災
害
数
は
か
な
り
減
少
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で

も
他
の
産
業
に
比
べ
て
労
働
災
害
発
生
率
が
高
い
業
種
で

す
。
傾
斜
地
で
足
場
の
不
安
定
な
作
業
現
場
、
重
い
木
材

の
伐
採
と
搬
出
な
ど
、
林
業
の
作
業
に
は
危
険
を
伴
う
要

素
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
で
す
。
わ
が
国
の
林
業
労
働
者

は
、
平
成
一
七
年
に
は
約
四
万
七
〇
〇
〇
人
と
、
四
〇
年

前
の
一
八
％
に
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
高
齢
化

率
（
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
占
め
る
比
率
、
全
産
業
の

高
齢
化
率
は
九
％
）
が
高
く
約
二
六
％
で
す
。
一
方
で
、

喜
ば
し
い
こ
と
に
三
五
歳
未
満
の
新
規
就
労
者
数
は
近
年

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
一
般
に
高
齢
者
と

経
験
の
少
な
い
者
が
事
故
に
遭
い
や
す
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
林
業
は
事
故
の
起
こ
り
や
す
い
状
況
に
な
っ
て

き
た
と
も
い
え
ま
す
。

　

労
働
災
害
の
予
防
は
、
労
働
者
自
身
や
そ
の
家
族
を
守

る
こ
と
が
第
一
の
目
的
で
す
が
、
組
合
や
会
社
に
と
っ
て

事
故
を
減
ら
し
て
経
営
を
安
定
さ
せ
る

|
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用
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図５　傾斜分布図
　　　茶は30度以上の急傾斜面を、緑は30度未満の相対的緩傾斜面を表す。

図４　森林作業道の路線選定支援ソフトウェアおよび路線選定のフローチャート
　　　路線計画、横断面図、縦断面図、コントロール、および計算条件設定の５つの画面で構成される。
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も
災
害
に
伴
う
支
出
を
抑
え
、
貴
重
な
熟
練
力
を
維
持

し
、
魅
力
あ
る
職
場
と
す
る
点
で
経
営
的
に
も
と
て
も
重

要
で
す
。

ケ
ガ
と
事
故
を
防
ぐ
防
護
服

　

産
業
活
動
の
場
で
は
、
ケ
ガ
や
事
故
を
予
防
し
、
万
一

ケ
ガ
を
し
て
も
そ
の
程
度
を
軽
く
す
る
目
的
で
防
護
用
品

を
利
用
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
林
業
の
現
場
で
は
、
着
る

と
動
き
に
く
い
、
価
格
が
高
い
と
い
っ
た
理
由
に
加
え

て
、
積
極
的
に
使
用
す
る
習
慣
が
な
か
っ
た
た
め
、
以
前

は
防
護
用
品
が
十
分
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
林
業
労
働
災
害
を
減
少
さ
せ
る
必
要
か
ら
、
そ

の
手
段
と
し
て
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
用
防
護
服
（
写
真
４
）
に

今
期
待
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
用
防
護
服
と
は
、
内
側
に
防
護
材
を
仕

込
み
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
刃
が
当
た
っ
て
も
身
体
が
切
れ

な
い
よ
う
に
し
た
衣
服
型
の
防
護
具
の
こ
と
で
、
刃
が
当

た
る
と
長
い
繊
維
が
引
き
出
さ
れ
、
繊
維
が
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
に
絡
ま
る
抵
抗
で
強
制
的
に
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
動
き

を
止
め
る
仕
組
み
が
一
般
的
で
す
。
（
写
真
５
）

　

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
身
体
を
切
る
事
故
は
、
四
日
以
上
の

休
業
を
伴
う
林
業
労
働
災
害
の
約
一
五
％
を
占
め
ま
す
。

被
災
個
所
は
下
半
身
に
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
が
（
図

６
）
、
負
傷
の
約
六
割
が
防
護
服
を
着
て
い
れ
ば
防
げ
た

可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
私
た
ち
の
調
査
で
わ
か
っ
て
い
ま

す
（
図
６
の
網
掛
け
の
範
囲
）
。
こ
の
数
字
は
、
全
災
害

数
の
約
１
割
に
相
当
し
ま
す
の
で
、
防
護
服
一
つ
で
こ
れ

　

図
上
で
の
検
討
が
終
わ
っ
た
ら
現
地
で
開
設
予
定
地
を

踏
査
し
、
現
地
の
地
形
が
地
図
の
と
お
り
に
な
っ
て
い
る

か
、
地
図
に
表
れ
て
い
な
い
崩
壊
地
や
大
き
な
岩
、
湧
水

な
ど
が
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
に
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
と
の
接
続
機
能
が
あ
る
た
め
、

踏
査
で
歩
い
た
軌
跡
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
路
線
計
画
画
面

に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
、
予
定
路
線
の
変
更
な
ど
を
簡

易
か
つ
精
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
逆
に
、
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
で
描
い
た
路
線
の
位
置
情
報
を
Ｇ
Ｐ
Ｓ
に
出
力
す

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
現
地
で
予
定
路
線
の
位
置
を
精

確
に
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
室
内
作
業

と
現
地
踏
査
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
路
線
選
定
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
対
話
的
に
路
線

選
定
や
線
形
の
修
正
を
行
い
な
が
ら
、
よ
り
適
性
が
高
い

と
思
わ
れ
る
路
線
を
利
用
者
自
身
が
判
断
し
て
い
く
も
の

で
、
路
線
選
定
作
業
を
よ
り
簡
便
で
適
切
な
も
の
に
す
る

た
め
の
強
力
な
支
援
ツ
ー
ル
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
研
究
は
農
林
水
産
省
「
新
た
な
農
林
水
産
政
策
を

推
進
す
る
実
用
技
術
開
発
事
業
」
「
間
伐
促
進
の
た
め
の

低
負
荷
型
作
業
路
開
設
技
術
と
影
響
評
価
手
法
の
開
発

（
課
題
番
号
：
2
1
0
3
8
）
」
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

は
じ
め
に

　

林
業
は
以
前
か
ら
労
働
災
害
の
多
い
仕
事
で
す
。
機
械

化
が
進
み
災
害
数
は
か
な
り
減
少
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で

も
他
の
産
業
に
比
べ
て
労
働
災
害
発
生
率
が
高
い
業
種
で

す
。
傾
斜
地
で
足
場
の
不
安
定
な
作
業
現
場
、
重
い
木
材

の
伐
採
と
搬
出
な
ど
、
林
業
の
作
業
に
は
危
険
を
伴
う
要

素
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
で
す
。
わ
が
国
の
林
業
労
働
者

は
、
平
成
一
七
年
に
は
約
四
万
七
〇
〇
〇
人
と
、
四
〇
年

前
の
一
八
％
に
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
高
齢
化

率
（
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
占
め
る
比
率
、
全
産
業
の

高
齢
化
率
は
九
％
）
が
高
く
約
二
六
％
で
す
。
一
方
で
、

喜
ば
し
い
こ
と
に
三
五
歳
未
満
の
新
規
就
労
者
数
は
近
年

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
一
般
に
高
齢
者
と

経
験
の
少
な
い
者
が
事
故
に
遭
い
や
す
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
林
業
は
事
故
の
起
こ
り
や
す
い
状
況
に
な
っ
て

き
た
と
も
い
え
ま
す
。

　

労
働
災
害
の
予
防
は
、
労
働
者
自
身
や
そ
の
家
族
を
守

る
こ
と
が
第
一
の
目
的
で
す
が
、
組
合
や
会
社
に
と
っ
て

事
故
を
減
ら
し
て
経
営
を
安
定
さ
せ
る
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図７　防護服による災害防止実績
　　　（防護服は切ったが負傷を免れた例）

チャプスタイプ（写真4参照）の見開き

赤線は防護服を切った長さと方向のわかっている事例、赤点は防護服を切った場所の中心付近。

ズボンタイプ（写真4参照）を
正面から見た状態

写真５　防護服内の繊維の引き出し（上）と
　　　　チェーンソー内部の絡み付き（下）の例

図６　チェーンソーで身体を切った位置の分布　
（調査結果）と防護服の防護範囲（網掛け部分） 写真４　様々な防護服　

　　　　上段：ズボンタイプ、下段：チャプスタイプ
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次
に
、
林
業
事
業
体
に
個
人
装
備
防
護
用
品
の
重
要
性

を
も
っ
と
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
事
業
体
が
主
導

し
て
防
護
用
品
を
普
及
さ
せ
る
に
は
作
業
者
に
無
償
で
配

付
す
る
こ
と
が
理
想
で
す
。
し
か
し
、
一
着
一
万
円
以
上

す
る
、
し
か
も
消
耗
品
で
あ
る
防
護
服
を
十
分
に
準
備
で

き
る
ほ
ど
日
本
の
林
業
の
経
営
環
境
は
良
く
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、
作
業
者
が
個
人
負
担
で
購
入
し
使
用
し

て
い
る
場
合
も
多
い
よ
う
で
、
防
護
服
が
な
か
な
か
普
及

す
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
防
護
用
品
を
活
用
し
た

作
業
の
安
全
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
積
極
的
に
防
護
用
品
を

使
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
デ
ー
タ
を
示
し
な
が
ら
、
防
護

用
品
の
活
用
が
、
災
害
予
防
を
通
じ
て
林
業
経
営
の
安
定

に
寄
与
で
き
る
よ
う
に
研
究
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

し
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
外
国
で
は
防
護
服
を

使
用
せ
ず
に
事
故
が
起
き
る
と
雇
用
者
が
罰
せ
ら
れ
る
国

も
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
、
労
働
者
保
護
の
観
点
か
ら
こ

の
よ
う
な
規
則
が
整
備
さ
れ
る
と
、
ぐ
っ
と
普
及
も
進
む

で
し
ょ
う
。

お
わ
り
に

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
防
護
服
着
用
を
義
務
化
し
て

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
に
よ
る
下
肢
の
災
害
数
を
大
き
く
減
少
さ

せ
た
実
績
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
、
防
護
服
や
そ
の
他

の
防
護
用
品
を
積
極
的
に
活
用
し
て
よ
り
多
く
の
リ
ス
ク

を
回
避
で
き
れ
ば
、
災
害
数
を
も
っ
と
少
な
く
で
き
る
は

ず
。
そ
し
て
、
災
害
数
の
減
少
は
災
害
コ
ス
ト
の
削
減
に

も
つ
な
が
り
、
経
営
改
善

効
果
も
期
待
で
き
る
の
で

　

ま
ず
は
、
防
護
服
が
作
業
の
安
全
性
を
高
め
る
こ
と
を

作
業
者
に
十
分
に
認
識
し
て
も
ら
い
、
使
う
こ
と
が
当
た

り
前
と
思
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た

め
、
私
た
ち
は
、
被
災
事
例
や
防
護
実
績
（
図
７
）
な
ど

の
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
防
護
服
の
有
用
性
を
理
解
し
て
も

ら
う
よ
う
努
め
て
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
こ
う
し
た
資
料

が
安
全
衛
生
講
習
な
ど
で
活
用
さ
れ
、
作
業
者
の
意
識
改

革
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

だ
け
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
労
働
災
害
防
止
の
観

点
か
ら
は
期
待
も
高
ま
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
を
使
う
作
業
者
全
員
が
常
時
着
用
し
て
い
れ
ば
、

の
話
で
す
。
わ
が
国
で
は
着
用
が
義
務
化
さ
れ
て
お
ら
ず

着
用
率
も
高
く
な
い
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
防
護
服
に
よ
る
災

害
数
減
少
の
効
果
は
十
分
に
現
れ
て
い
ま
せ
ん
。

防
護
服
の
普
及
に
向
け
て

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
着
用
率
が
上
が
る
で
し
ょ
う
か
。
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