
 子どもたちが木工制作で国際交流

「子供の森」計画の子ども親善大使の皆さんと、第五砂町小学校の子どもたち
　公益財団法人オイスカ(以下オイスカ)が行う活動
「子供の森」計画の子ども親善大使として、フィリピン
からアイリッシュさん、クリスくん、ジャスティンくん、
パプアニューギニアからジャーナイくん、スコフィルく
んと各国2名のスタッフが来日しました。木材・合板博
物館では、オイスカの行っている植林活動に賛同し、
区内の小学生と国際交流の場を提供したいという思
いで、来日活動の協力を行いました。

　7月8日、帰国を翌日に控えた子ども親善大使御一行は、木
材・合板博物館に来館し、博物館見学後、東川小学校と第五
砂町小学校で、報告会を行いました。
　第五砂町小学校では、それぞれのプレゼンテーションの
後、第五砂町小学校5年生がソーラン節を披露。そのお礼と
して、親善大使の子どもたちによる、フィリピンの踊りとパプ
アニューギニアの踊りもそれぞれ披露されました。ダンス交
流の後、5年4組の皆さんは、こども親善大使の皆さんと単板
を使った貼り絵を制作しました。

みんなで思い出の記念写真を一緒に撮りました

みんなで共同の作品づくり。
ことばは違っても一緒にやるのは楽しい

左◀フィリピンの子が描い
た絵のプレゼントです
中◀パプアニューギニアの
子が描いた絵のプレゼント
です
右◀出来た！みんなで作っ
た共同の作品！

表紙：佐伯広域森林組合の施業現場。後姿の作業者は永友大喜さん
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新木場 夏のトピックス
子どもたちが木工制作で国際交流
── 「子供の森」計画の子ども親善大使の皆さんと。第五砂町小学校の子どもたち

【ご挨拶】 公益財団法人ＰＨＯＥＮＩＸがスタートしました！

現場の力になれる人、
自然を尊敬できる人を
京都府立林業大学校を訪ねて ── 明日の林業の担い手を育む学び舎

恵みの山を、活かし、育て、護り続ける　
── 半世紀をサイクルに、持続可能性を追求する営み
佐伯広域森林組合を訪ねて ── 明日の林業再生に挑む、「佐伯型循環林業」

国産材自給率50％時代への模索
巻頭インタビュー 再生へ大きな舵を取り始めた、日本林業の新たなフェーズ
── 活木活木（いきいき）森ネットワーク理事長 遠藤日雄氏に聞く
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日
本
の
林
業
は
今
、ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

立
っ
て
い
る
と
お
考
え
で
す
か
？

　
わ
が
国
の
合
板
メ
ー
カ
ー
は
長
い
間
、も
っ
ぱ
ら

外
国
産
材
を
原
料
と
し
て
き
ま
し
た
。そ
れ
が
平

成
14
～
15
年
頃
を
界
に
急
速
に
国
産
材
に
転
化
し

て
き
ま
し
た
。か
つ
て
合
板
原
料
と
い
え
ば
ラ
ワ

ン
材
と
言
わ
れ
た
時
代
が
長
く
あ
り
、供
給
元（
輸

入
先
）は
フ
ィ
リ
ピ
ン
、マ
レ
ー
シ
ア
、イ
ン
ド
ネ
シ

ア
、そ
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、北
米
、カ
ナ
ダ

と
、環
太
平
洋
を
ぐ
る
り
と一巡
し
て
ほ
ぼ
60
年
の

月
日
が
経
ち
ま
し
た
。そ
の
間
、日
本
で
は
戦
後
植

え
ら
れ
た
ス
ギ
が
伐
期
を
迎
え
る
ま
で
に
同
じ
く

60
年
を
要
し
、い
ま
合
板
原
料
の
供
給
元
が
再
び

国
内
に
巡
っ
て
き
た
わ
け
で
、60
年
と
い
う
周
期
の

一致
は
運
命
的
で
す
。

　
合
板
メ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
は
、原
料
の
ス
ギ
や
ヒ

ノ
キ
を
国
内
で
安
定
的
に
確
保
で
き
る
か
、ま
た

仕
入
れ
価
格
な
ど
の
問
題
も
あ
っ
て
、合
板
メ
ー

カ
ー
と
国
産
材
業
界
の
関
わ
り
は
よ
り
密
接
な

も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。日
本
合
板
工
業
組

合
連
合
会
の
井
上
篤
博
会
長
が
国
産
材
利
用
量

6
0
0
万
㎥
を
目
指
す
と
具
体
的
な
数
値
を
あ

げ
て
努
力
目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。国
産
材
業
界

に
と
っ
て
は
福
音
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
林
業
の
特
徴
と
は
何
だ
っ

た
の
か
。あ
え
て一括
り
に
表
現
す
る
と
、戦
後
林

業
の
中
心
は
、戸
建
て
軸
組
構
法
の
柱
や
土
台
と

い
っ
た
構
造
材
を
と
る
、い
わ
ば「
柱
取
り
の
林

業
」だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
ま
す
。一方
、行
政

府（
旧
建
設
省
）が
進
め
た「
持
ち
家
政
策
」が
、こ

れ
を
支
え
る
需
要
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
。し
か

し
今
、少
子
高
齢
化
時
代
が
到
来
し
、住
宅
着
工

戸
数（
平
成
27
年
現
在
約
95
万
戸
）は
年
を
追
う

ご
と
に
減
少
し
、み
ず
ほ
証
券
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
は

2
0
3
0
年
ご
ろ
ま
で
に
は
60
万
戸
ま
で
落
ち
込

む
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

　
「
柱
取
り
林
業
」と「
持
ち
家
政
策
」が
う
ま
く
マッ

チ
し
た
時
代
は
終
わ
り
、こ
れ
ま
で
柱
な
ど
無
垢
の

Ａ
材
に
収
益
を
求
め
る
形
で
進
ん
で
き
た
林
業
も

見
通
し
が
立
た
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。そ
こ
に
、Ｂ

材
、Ｃ
材
を
使
用
す
る
合
板
需
要
が
出
て
き
た
こ

と
は
非
常
に
大
き
い
。大
雑
把
に
今
仮
に
合
板
原

料
需
要
が
3
5
0
万
㎥
と
し
て
、1
㎥
当
た
り
単

価
を
１
万
円
と
し
て
概
算
し
て
も
、3
5
0
億
円
が

山
に
還
元
さ
れ
る
勘
定
で
す
。合
板
メ
ー
カ
ー
が

主
な
供
給
元
を
国
産
材
に
舵
を
と
っ
た
こ
と
の
意

義
は
そ
れ
だ
け
で
も
大
き
い
の
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
Ａ
材
の
収
益
に
依
存
し
て
き
た
日
本

林
業
で
、今
は
合
板
原
料
の
Ｂ
材
が
主
導
権
を
握

り
つ
つ
あ
る
。一
番
の
問
題
と
な
る
の
は
、現
在
こ

の
価
格
帯
で
は
た
し
て
林
業
の
持
続
可
能
性
が
望

め
る
か
、と
い
う
点
で
す
。Ａ
材
で
も
今
の
価
格
帯

で
持
続
可
能
性
を
見
通
す
こ
と
は
難
し
い
現
状
で

す
。間
伐
を
経
て
育
て
た
Ａ
材
を
皆
伐
し
た
跡
に

再
造
林
を
施
す
に
は
、そ
れ
に
見
合
う
収
益
確
保

が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、ふ
さ
わ
し
い
価
格
で
取

引
さ
れ
る
Ａ
材
の
出
番
が
な
い
の
で
す
。今
号
特

集
①
で
佐
伯
広
域
森
林
組
合
の
戸
髙
組
合
長
が
、

「
間
伐
で
横
に
太
っ
て
も
大
径
木
の
需
要
は
そ
れ

ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
」と
嘆
い
て
い
る
の
は
、そ
の
現

実
を
さ
し
て
い
ま
す
。林
業
再
生
は
、皆
伐
後
の
跡

地
を
再
造
林
し
山
を
循
環
さ
せ
る
持
続
可
能
性

を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ

て
い
ま
す
。佐
伯
広
域
森
林
組
合
の
循
環
林
業

は
、そ
の
課
題
に
挑
み
続
け
る
先
進
的
な
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
と
言
え
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、合
板
メ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
も
今
後

安
定
的
に
原
料
を
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
に
直
結

す
る
、非
常
に
大
切
な
問
題
で
す
。外
国
産
材
に
目

を
転
ず
る
と
、Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
後
の
ロ
シ
ア
は
輸
出
関

税
率
を
80
％
に
引
き
上
げ
る
意
向
を
示
し
、大
き

な
シ
ェ
ア
を
占
め
て
き
た
ロ
シ
ア
材
が
か
つ
て
の
価

格
で
入
っ
て
く
る
見
通
し
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。南

洋
材
は
合
法
木
材
の
枠
内
で
も
品
質
の
劣
化
が
指

摘
さ
れ
、環
境
問
題
に
も
関
連
し
て
合
板
原
料
に

使
用
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、国
産
材
を
い
か
に
安
定
的
に
確
保

で
き
る
か
は
、日
本
林
業
の
持
続
可
能
性
を
い
か

に
担
保
す
る
か
に
直
結
す
る
問
題
で
あ
り
、合

板
メ
ー
カ
ー
は
こ
れ
に
い
か
に
関
わ
る
か
。合
板

メ
ー
カ
ー
も
国
産
材
業
界
も
手
を
携
え
て
、こ
の

課
題
に
ひ
と
つ
に
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
が
、

差
し
迫
っ
た
課
題
と
し
て
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
日
本
の
合
板
メ
ー
カ
ー
に
は
、そ
れ
が

出
来
る
と
私
は
思
い
ま
す
。現
在
、木
材
需
要
は

Ａ
材
の
ほ
か
Ｂ
Ｃ
Ｄ
材
に
も
幅
広
い
需
要
が
あ
り

ま
す
。パ
ル
プ
利
用
だ
け
で
な
く
木
質
バ
イ
オ
マ

ス
利
用
も
可
能
性
を
拡
げ
つ
つ
あ
り
ま
す
。こ
れ

ま
で
の
Ａ
材
依
存
の
柱
取
り
林
業
は
歩
留
ま
り

50
％
の
世
界
で
し
た
。従
来
の
日
本
の
製
材
業
は
、

原
材
料
が
外
国
産
材
で
あ
れ
国
産
材
で
あ
れ
、在

来
軸
組
構
法
の
柱
、梁
、桁
等
の
構
造
材
の
会
社

が
各
々
単
独
の
業
種
と
し
て
成
り
立
つ
か
た
ち
を

特
色
と
し
、し
か
も
構
造
材
に
は
無
垢
を
使
う
こ

と
が
主
流
で
し
た
。「
柱
取
り
林
業
」と「
持
ち
家

政
策
」の
ミ
ッ
ク
ス
は
す
で
に
破
綻
し
、そ
の
シ
ス

テ
ム
は
限
界
を
迎
え
て
い
ま
す
。こ
れ
で
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
材
と
競
い
合
う
こ
と
に
は
ど
だ
い
無
理
が
あ
り

ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
木
材
企
業
は
、製
紙
会
社
に
製

材
会
社
が
従
属
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
組
織
さ
れ

て
い
て
、製
材
か
ら
チ
ッ
プ
利
用
ま
で
丸
太
を
丸

ご
と
利
用
す
る
シ
ス
テ
ム
が
産
業
の
あ
り
方
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　
歩
留
ま
り
50
％
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
競

争
力
を
手
に
す
る
に
は
、製
材
所
、合
板
工
場
、集

成
材
、Ｍ
Ｄ
Ｆ
、そ
し
て
パ
ル
プ
や
バ
イ
オ
マ
ス
利

用
に
至
る
ま
で
を
、ひ
と
つ
の
生
産
基
地
と
す
る

よ
う
な
、合
板
も
製
紙
も
バ
イ
オ
マ
ス
も
一
緒
に

な
っ
て
、丸
太
1
本
を
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
を
丸
ご
と

使
い
尽
く
す
、そ
う
し
た
複
合
力
を
も
っ
て
外
材

に
太
刀
打
ち
し
て
い
く
よ
う
な
取
り
組
み
が
必
要

で
す
。

　
佐
伯
広
域
森
林
組
合
の
例
は
、多
く
の
ヒ
ン
ト

を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。宇
目
工
場
に
あ
る
製

材
機
械
は
、日
本
で
も
ま
だ
珍
し
い
マ
シ
ン
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
製
材
機
械
と
同
じ
く
シ
ス
テ
ム
の

最
初
の
部
分
に
チ
ッ
プ
キ
ャ
ン
タ
ー
が
付
い
て
い

て
、チ
ッ
プ
の
多
少
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
も

で
き
、製
紙
需
要
の
副
産
物
と
し
て
製
材
が
ポ
ジ

シ
ョ
ン
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。佐

伯
で
は
バ
イ
オ
マ
ス
用
の
チ
ッ
プ
工
場
も
つ
く
り
、

値
も
つ
か
な
か
っ
た
枝
葉
や
短
コ
ロ
ま
で
も
完
全

利
用
し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
プ
レ
カ
ッ
ト
も
や
り
、

集
成
材
の
ラ
ミ
ナ
も
提
供
す
る
。地
域
の
資
源
を

復
元
す
る
た
め
独
自
の
苗
木
生
産
も
始
め
ま
し

た
。単
に
土
場
近
く
に
製
材
工
場
が
併
設
し
て
い

る
、と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。地
下
資
源
を

枯
渇
さ
せ
る
よ
う
な
発
想
と
は
根
本
的
に
異
な

り
、地
上
資
源
の
可
能
性
を
残
ら
ず
活
か
し
可
能

性
を
持
続
さ
せ
て
い
く
、と
い
う
試
み
の
大
き
な

輪
の
中
に
循
環
型
林
業
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。私
は
、佐
伯
広
域
森
林
組
合
の
循
環
型
林
業

を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。

　
佐
伯
で
は
、山
の
資
源
の
状
況
に
応
じ
て
工
場

を
変
化
さ
せ
て
き
ま
し
た
。最
初
は
広
葉
樹
の

チ
ッ
プ
工
場
、そ
し
て
小
径
木
の
加
工
工
場
、次

は
中
目
丸
太
の
工
場
を
つ
く
り
、現
在
は
12
万
㎥

の
工
場
で
す
。一ヶ
月
1
万
㎥
の
丸
太
を
消
費
し
、

そ
の
丸
太
を
組
合
の
適
正
価
格
で
購
入
す
る
、製

材
品
の
販
売
価
格
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
厳
し
い
が

そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
努
力
も
続
け
て
い

ま
す
。九
州
地
方
の
間
柱
相
場
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

カ
ン
パ
ニ
ー
は
佐
伯
で
す
。九
州
は
い
わ
ゆ
る
良

質
材
産
地
と
は
違
い
、Ａ
材
需
要
が
少
な
く
45
～

50
年
の
標
準
伐
期
齢
で
回
し
て
い
く
の
が
い
い

と
い
う
考
え
か
ら
、佐
伯
に
限
ら
ず
宮
崎
県
の
南

那
珂
森
林
組
合
な
ど
で
も
循
環
型
林
業
の
必
要

性
は
叫
ば
れ
て
い
ま
し
た
。佐
伯
の
事
例
は
そ
の

パ
イ
オ
ニ
ア
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
需
要
の
少
な
い
ス
ギ（
未
口
径
40
㎝
以
上
）大
径

木
は
、輸
出
さ
れ
て
い
ま
す
。日
本
の
木
材
輸
出
の

8
割
は
九
州
、そ
の
3
割
が
志
布
志
港
か
ら
出
て

い
ま
す
。主
な
先
は
中
国
で
、国
内
渡
し
よ
り
は
高

値
で
売
買
さ
れ
て
い
ま
す
。九
州
に
輸
出
材
が
偏

在
し
て
い
る
点
も
日
本
林
業
の
現
状
の
も
う
ひ
と

つ
の
側
面
で
す
。コ
ス
ト
最
優
先
の
量
産
主
義
に

固
執
す
る
限
り
、大
径
木
は
重
く
大
き
い
た
め
製

材
生
産
性
が
低
く
、競
争
力
が
な
い
と
じ
ゃ
ま
者

扱
い
を
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
そ
う
で
は
な
く
、丸
太
1
本
全
体
の
販
売
価
格

を
も
っ
と
最
大
値
ま
で
誘
導
す
る
よ
う
な
方
法
が

あ
っ
て
も
い
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。兵
庫
県
宍

粟
市
の
兵
庫
木
材
セ
ン
タ
ー
は
、製
材
品
を
倉
庫

で
天
然
乾
燥
し
、こ
れ
を
地
元
の
大
工
さ
ん
や
工

務
店
さ
ん
の
希
望
に
応
じ
た
き
め
細
か
い
や
り
取

り
を
通
じ
て
、量
産一辺
倒
の
歩
留
ま
り
だ
け
で
な

い
、1
本
丸
太
を
最
大
限
有
効
活
用
し
て
価
値
を

高
め
よ
う
と
い
う
努
力
を
し
て
い
ま
す
。

　
森
林
所
有
者
が
高
齢
化
し
、自
ら
伐
採
す
る
こ

と
が
困
難
な
ヤ
マ
が
増
え
て
い
ま
す
。こ
こ
に
、こ

れ
ま
で
林
業
と
は
関
係
の
な
か
っ
た
人
た
ち
、若

い
人
た
ち
が
参
入
し
て
く
る
動
き
が
始
ま
っ
て
い

ま
す
。所
有
者
が
自
伐
で
き
な
い
山
を
所
有
者
に

諮
っ
て
請
負
業
で
起
業
す
る
と
こ
ろ
も
出
て
き
て

い
ま
す
。林
業
は
儲
か
ら
な
い
と
い
う
嘆
き
節
が

聞
こ
え
て
く
る
一
方
で
、そ
う
い
う
人
た
ち
も
増

え
て
い
ま
す
。彼
ら
の
目
は
輝
い
て
い
ま
す
。そ
れ

も
、や
は
り
木
材
需
要
が
あ
り
、生
産
が
あ
り
、山

の
資
源
が
巡
る
と
い
う
か
た
ち
の
林
業
が
あ
れ
ば

こ
そ
で
す
。

　
今
わ
が
国
の
林
業
に
は
困
難
も
あ
り
ま
す
が
、

再
生
へ
の
努
力
が
あ
り
、そ
の
先
に
は
可
能
性
が

見
え
始
め
て
い
ま
す
。日
本
の
林
業
は
今
、歴
史
的

な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
あ
り
、こ
れ
を
再
生
へ

導
く
正
念
場
を
迎
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

活木活木（いきいき）森ネットワーク理事長 遠藤日雄氏に聞く

再生へ大きな舵を取り始めた、
日本林業の新たなフェーズ
　本誌今号は「国産材自給率50％時代への模索」をテーマに、「川上」林業に取材した二つの
特集を掲載しています。長く低迷が続いてきた日本の林業は今、どこへ向かおうとしているのか、
また向かうべきなのか。その大局的視座について、活木活木森ネットワーク理事長の遠藤日雄先
生にお聞きしました。限られた誌面では無理があるところをあえてお願いし、お話いただきました。
　遠藤先生は鹿児島大学で森林政策学の教鞭をとる傍ら、「川上」の現場を歩き、関係者と対
話を重ねてこられました。林業、木材流通の実情、動向を最もよく知る第一人者です。

【遠藤 日雄（えんどう くさお）先生のプロフィール】
農学博士 北海道出身（1949年生） 1980年 九州大学大学院農学研究科博士課程修了、同年 農林水産省林業試験場入所 東北支
所・経営研究室長、経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営／政策研究領域チーム長を経て2002年 鹿児島大学農学部
教授(森林政策学）。この間、山形大学、宇都宮大学、東京大学非常勤講師を併任。教壇に立つ傍ら現場訪問を重ね、関係者との対談が

「遠藤日雄のルポ＆対論」が専門誌「林政ニュース」に連載される。林業生産、木材流通・加工の動向についての第一人者として知ら
れる。2014年 鹿児島大学定年退官 現在、特定非営利活動法人 活木活木（いきいき）森ネットワーク理事長
委員等：林業経済学会賞受賞(2005年3月)。日本森林学会評議員、林業経済学会評議員、全国森林組合連合会「間伐材マーク」
認定委員会委員長 著書：『スギの行くべき道』（全国林業改良普及協会 2002年）、『木づかい新時代』（日本林業調査会 2005年）、

『山を豊かにする木材の売り方』（全国林業改良普及協会 2007年）、『現代森林政策学』（編著 日本林業調査会 2008年）、『不況
の合間に光が見えた！新しい国産材時代が来る』（日本林業調査会 2010年）、『丸太価格の暴落はなぜ起こるか 原因とメカニズム、
その対策』（全国林業改良普及協会 2013年）など多数

遠藤日雄先生

遠藤先生の最新著書『丸太価格の暴落はなぜ起こるか 原因
とメカニズム、その対策』（全国林業改良普及協会 2013年）

国産材自給率50%時代への模索

国
産
材
に
シ
フ
ト
し
始
め
た

合
板
原
料

「
柱
取
り
林
業
」と「
持
ち
家
政
策
」の

時
代
の
終
わ
り

林
業
の
持
続
可
能
性
を
担
保
す
る
も
の
は

 

│
│ 

木
材
業
界
全
体
の
課
題

森
林
資
源
を
無
駄
な
く
活
か
す
複
合
力

│
│ 

鍵
を
握
る
合
板
業
界

複
合
力
を
先
取
り
す
る
パ
イ
オ
ニ
ア

│
│ 

循
環
型
林
業

丸
太
1
本
の
価
値
を

最
大
値
に
ま
で
高
め
る
努
力

若
く
新
た
な
参
入
者
た
ち
が

見
る
未
来

KITOGO-HAN    02   03 KITOGO-HAN    

資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材統計」から



佐伯広域森林組合を訪ねて

── 明日の林業再生に挑む、「佐伯型循環林業」

　高度経済成長期を境に、わが国の木材需要は外国産材に大きく
依存する時代が長く続き、林業は衰退を余儀なくされてきた現実が
あります。しかし今、この現実を大きく転換していこうとする動きが始
まっています。
　戦後間もない昭和30年代、復興資材の需要を満たすため全国で
一斉に行われた拡大造林。今、その山々の木々は50年生へと見事に
育ち、人工林として本格的利用期を迎えています。この豊かな森林資源をいかに活かすか。外国産材依存から
脱却し、国産材自給率50%をめざすことが国、行政、木材業界の大きな課題となっています。低迷を続けてきた
林業をいかに再生するか。今そのさまざまな取り組みが進んでいます。
　こうしたなか大分県佐伯市にある佐伯広域森林組合は、屈指の木材生産量を誇る林業経営体として、その取

り組みに熱い視線が注がれている森林組合です。
　本誌「木と合板」は、初めてとなる「川上」の
取材に、佐伯広域森林組合を訪ねました。大分
空港から車を駆って2時間、佐伯市宇目に組合
本所を訪れ、戸髙壽生（としお）代表理事組合長、
佐藤誠参事のお二人にお話を伺いました。

恵みの山を、活かし、育て、護り続ける

　   国産材

自給率50%時代
　 への模索 ①

特集

　
佐
伯
広
域
森
林
組
合
は
、
九
州
で
最
も
広

域
の
佐
伯
市
を
管
内
と
し
、
7
つ
の
拠
点
を

持
ち
ま
す
。
佐
伯
、
本
匠
、
直
川
の
3
つ
の

支
所
、
佐
伯
、
宇
目
の
2
つ
の
共
販
所
、
佐

伯
プ
レ
カ
ッ
ト
工
場
、
宇
目
工
場
の
2
つ
の

工
場
が
あ
り
ま
す
。
組
合
本
所
は
宇
目
工

場
、
宇
目
共
販
所
が
あ
る
「
宇
目
木
材
加
工

流
通
セ
ン
タ
ー
」
の
広
大
な
敷
地
の
中
に
あ

り
ま
す
。
黒
と
白
が
基
調
の
モ
ダ
ン
な
木
造

2
階
建
の
建
物
で
す
。

│
│
佐
伯
広
域
森
林
組
合
の
成
り
立
ち
を
教

え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　

佐
伯
の
山
は
、
か

つ
て
薪
炭
を
供
給
す

る
広
葉
樹
林
の
山

で
し
た
。
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
中
心
が
石
油
な

ど
化
石
燃
料
に
と
っ

て
か
わ
る
昭
和
30
年

代
、
国
の
造
林
政
策

と
マ
ッ
チ
す
る
形
で

佐
伯
で
も
拡
大
造
林

ブ
ー
ム
と
な
り
、
広

葉
樹
林
が
ス
ギ
な
ど

の
人
工
林
に
姿
を
変
え
て
い
き
ま
し
た
。
各

地
に
は
吉
野
と
か
秋
田
、
大
分
県
に
は
日
田

林
業
と
歴
史
あ
る
林
業
地
が
あ
り
ま
す
が
、

当
地
域
は
五
十
年
か
ら
六
十
年
生
の
人
工
林

が
主
体
の
林
業
地
で
す
。

　
平
成
17
年
に
9
つ
の
市
町
村
が
広
域
合
併

し
て
佐
伯
市
が
誕
生
し
ま
し
た
が
、
森
林
組

合
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
平
成
2
年
に
、
佐
伯

市
、
弥
生
町
、
蒲
江
町
、
本
匠
村
、
宇
目

町
、
直
川
村
の
6
森
林
組
合
が
合
併
し
、
現

在
の
佐
伯
広
域
森
林
組
合
に
な
り
ま
し
た
。

ス
ギ
が
間
伐
期
に
な
っ
て
、
6
森
林
組
合
共

同
で
小
径
木
の
加
工
場
を
始
め
た
の
が
昭
和

62
年
。
そ
の
後
、
杭
工
場
も
完
成
し
ま
し

た
。
平
成
4
年
に
宇
目
共
販
所
が
で
き
、
さ

ら
に
佐
伯
共
販
所
も
加
わ
り
、
今
は
2
つ
の

共
販
所
が
あ
り
ま
す
。
ス
ギ
の
成
長
に
と
も

な
い
、
中
目
丸
太
を
中
心
に
製
材
す
る
工
場

を
新
設
し
、
原
木
消
費
量
は
3
万
立
米
規
模

に
、
さ
ら
に
今
、
ス
ギ
は
50
年
生
と
な
っ
て

主
伐
期
を
迎
え
、
年
間
12
万
立
米
規
模
の
製

材
工
場
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

平
成
21
年
に
新
工
場
が
稼
動
を
始
め
て
、
山

の
伐
採
量
が
増
え
て
伐
採
班
も
増
員
、
生
産

半世紀をサイクルに、持続可能性を追求する営み

効
率
を
高
め
る
た
め
、
さ
ら
に
大
型
の
林
業

機
械
も
導
入
し
て
い
ま
す
。

│
│
森
林
組
合
が
擁
す
る
面
積
、
組
合
員

数
、
生
産
量
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
規
模
は
ト

ッ
プ
ク
ラ
ス
で
す
。
広
域
森
林
組
合
へ
と

発
展
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
何
で
し
ょ
う

か
。
大
き
な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
の
で
は
?

　

も
ち
ろ
ん
組
合
の
発
展
に
、
い
ろ
い
ろ

な
人
の
尽
力
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
す

が
、
そ
れ
以
上
に
、
佐
伯
の
森
に
は
大
規
模

森
林
所
有
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
、
大

き
な
要
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
小
規
模
所
有
者
同
士
だ
と
森
林
組
合
は

ま
と
ま
り
や
す
い
。
規
模
が
大
き
く
広
け
れ

ば
、
そ
れ
だ
け
植
え
て
い
る
品
種
も
多
く
な

り
ま
す
が
、
佐
伯
で
は
造
林
ブ
ー
ム
時
代
、

互
い
に
協
調
し
あ
っ
て
少
量
の
品
種
に
絞
っ

て
造
林
し
ま
し
た
。

　
九
州
地
方
は
歴
史
的
に
オ
ビ
ス
ギ
（
飫
肥

杉
）
の
産
地
で
す
。
江
戸
時
代
、
宮
崎
県
に

あ
っ
た
飫
肥
（
お
び
）
藩
が
植
林
を
す
す
め

た
こ
と
か
ら
オ
ビ
ス
ギ
と
呼
ば
れ
ま
す
。
オ

ビ
ス
ギ
は
樹
脂
を
多
く
含
み
、
吸
水
性
が
低

く
、
軽
量
で
強
度
も
あ
る
の
で
造
船
用
な
ど

に
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
拡
大
造
林
時
代

に
6
つ
の
森
林
組
合
が
協
調
し
あ
う
か
た
ち

で
、
こ
の
オ
ビ
ス
ギ
を
中
心
に
植
林
が
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

　
私
ど
も
の
歴
史
は
、
こ
の
佐
伯
の
森
、
人

工
林
と
共
に
歩
ん
で
き
た
歴
史
で
す
。

│
│
現
在
の
課
題
や
問
題
に
つ
い
て
お
教
え

下
さ
い
。

　
課
題
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
（
笑
）
。
私

た
ち
に
と
っ
て
は
、
佐
伯
の
森
を
循
環
さ
せ

る
こ
と
が
最
大
の
主
眼
で
す
。
こ
の
循
環
サ

イ
ク
ル
の
実
現
の
た
め
に
ク
リ
ア
す
べ
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ
り
ま
す
、

　
佐
伯
の
森
に
は
先
代
が
植
え
て
く
れ
た
資

源
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
が
、
山
林
所
有
者
の

高
齢
化
、
世
代
交
代
、
後
継
者
不
足
に
よ
り

森
林
組
合
へ
の
依
存
度
は
高
ま
り
、
そ
の
付

託
に
応
え
る
た
め
森
林
組
合
は
所
有
者
か
ら

立
木
を
買
い
取
り
、
生
産
を
行
い
、
そ
の
木

材
に
更
に
付
加
価
値
を
つ
け
る
た
め
自
ら
の

製
材
工
場
に
て
加
工
し
販
売
を
し
ま
す
。
伐

っ
た
あ
と
は
植
え
て
造
林
を
す
る
。
現
在
は

伐
採
の
作
業
班
が
約
1
0
0
人
、
植
え
る
作

業
班
が
1
5
0
人
、
常
に
伐
る
人
が
い
て
、

植
え
る
人
が
い
て
、
仕
事
が
ま
わ
り
ま
す
。

1
年
を
通
じ
て
山
か
ら
工
場
、
工
場
か
ら
物

流
へ
と
至
る
、
材
の
流
れ
の
サ
イ
ク
ル
。
伐

採
か
ら
植
林
、
育
林
、
造
林
へ
施
業
を
行
う

労
働
の
サ
イ
ク
ル
。
二
つ
の
輪
が
両
輪
と
な

っ
て
、
佐
伯
の
森
が
50
年
ご
と
に
再
生
を
繰

り
返
す
、
大
き
な
循
環
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
一
連
の
全
て
の

流
れ
に
、
森
林
組
合
が
関
わ
り
、
山

を
巡
ら
せ
て
い
き
ま
す
。
な
の
で
、

課
題
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
佐
伯
で
は
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
核

と
し
て
工
場
を
位
置
づ
け
て
い
ま

す
。
森
林
組
合
の
加
工
場
と
い
う
の

は
、
組
合
員
か
ら
価
格
安
定
を
は
か

り
な
が
ら
、
適
正
な
値
で
買
わ
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。
工
場
の
丸
太
が
全

体
の
コ
ス
ト
に
占
め
る
割
合
は
お
よ

そ
70
％
で
す
。
一
般
の
製
材
所
な

ら
、
こ
れ
を
い
か
に
安
く
買
う
か
で

利
益
を
追
求
し
ま
す
が
、
組
合
は
そ

う
は
い
か
な
い
。
高
く
買
っ
て
、
そ

の
上
で
利
益
を
出
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
利
益
管
理
は
難
し
い
。
工

場
を
も
つ
森
林
組
合
の
宿
命
で
す
。

佐
伯
の
森
、人
工
林
と

共
に
歩
ん
で
き
た
歴
史

「
佐
伯
型
循
環
林
業
」を

巡
る
サ
イ
ク
ル

KITOGO-HAN    04   05 KITOGO-HAN    

宇目・木材加工流通センターの全景

佐伯広域森林組合 組合本所 正面

戸髙壽生（とだか としお）　
代表理事組合長　「私どもの歴史は佐伯
の人工林と歩んできた歴史」

佐藤誠 参事

代表理事室でお話を伺いました。右手前、戸髙代表。右奥が佐藤参事



ど
こ
の
組
合
で
も
工
場
を
も
っ
て
か
ら
苦

労
し
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
ふ

つ
う
の
民
間
事
業
な
ら
、
昔
か
ら
の
山
が
あ

り
、
製
材
所
、
市
場
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
利

益
追
求
し
、
そ
し
て
組
合
は
森
林
整
備
に
精

を
出
す
と
い
う
具
合
に
な
り
ま
す
が
、
佐
伯

の
場
合
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
も
そ
も
が

広
葉
樹
の
森
で
薪
炭
生
産
中
心
の
山
だ
っ
た

も
の
を
、
森
林
組
合
主
導
で
人
工
林
に
し
た

責
任
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
森
林
組
合
が

責
任
を
も
っ
て
全
部
を
や
る
シ
ス
テ
ム
を
追

及
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
持
続
的
サ
イ
ク
ル

の
循
環
と
維
持
が
私
ど
も
の
使
命
で
す
。

　
現
在
、
佐
伯
で
伐
採
さ
れ

る
面
積
は
年
間
3
0
0
ヘ
ク

タ
ー
ル
を
超
え
ま
す
。
同
じ

だ
け
の
面
積
の
伐
採
跡
地
に

再
造
林
を
施
す
に
は
、
70
～

80
万
本
の
苗
木
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
こ
の
苗
木
が
足
り

ま
せ
ん
。
当
地
域
に
苗
木
生

産
者
は
い
な
い
の
で
こ
れ
ま

で
造
林
用
苗
木
の
生
産
は
お

隣
の
宮
崎
県
に
頼
っ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
主
伐
が
進

む
よ
う
に
な
っ
て
苗
木
不
足

が
い
よ
い
よ
深
刻
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
組
合

独
自
の
生
産
方
式
で
コ
ン
テ
ナ
苗
の
生
産
を

始
め
て
い
ま
す
。
コ
ン
テ
ナ
苗
は
培
土
か
ら

コ
ン
テ
ナ
容
器
の
ト
レ
イ
な
ど
の
資
材
が
必

要
と
な
る
の
で
、
コ
ス
ト
が
発
生
し
ま
す
。

こ
れ
を
県
の
南
部
振
興
局
が
半
額
を
補
助
し

て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
コ
ン
テ
ナ

苗
生
産
協
議
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　
育
苗
に
は
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
に
よ
る
、

冬
場
の
管
理
、
潅
水
、
追
肥
、
山
出
し
に
至

る
工
程
が
あ
り
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
学
び
や
習
熟

も
必
要
に
な
り
ま
す
。
現
在
20
名
弱
の
生
産

者
協
議
会
が
主
体
と
な
っ
て
苗
木
生
産
を
担

っ
て
い
ま
す
。
昨
年
秋
と
今
年
の
春
で
5
万

本
を
出
荷
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
将
来
的
に
は

何
十
万
本
へ
と
増
産
し
て
い
く
こ
と
が
目
標

で
す
。

　
露
地
苗
は
ふ
つ
う
3
～
4
月
期
に
植
栽
し

ま
す
が
、
現
在
、
3
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
る
よ
う
に
な
っ
た
伐
採
跡
地
に
苗
木
を
植

え
、
最
造
林
し
て
い
く
た
め
に
は
、
3
～
4

月
の
植
栽
だ
け
で
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
そ

の
点
、
コ
ン
テ
ナ
苗
は
年
間
を
通
じ
て
植
え

ら
れ
る
の
が
大
き
な
利
点
で
す
。
労
力
の
分

散
が
で
き
る
の
も
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
こ
れ
ま

で
植
栽
し
た
も
の
は
ほ
ぼ
百
パ
ー
セ
ン
ト
活

着
し
て
い
ま
す
。

　

10
年
生
と
な
っ
て
枝
打
ち
、
除
間
伐
を

し
、
20
年
生
以
降
は
何
度
か
の
間
伐
を
経

て
、
50
年
生
と
な
り
主
伐
期
を
迎
え
ま
す
。

伐
採
は
チ
ェ
ン
ソ
ー
の
ほ
か
、
ハ
ー
ベ
ス
タ
を

使
っ
て
い
ま
す
。
高
性
能
林
業
機
械
は
一
人

当
た
り
施
業
地
面
積
を
広
く
し
、
効
率
化
を

高
め
る
た
め
に
避
け
ら
れ
な
い
投
資
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
主
伐
地
は
林
道
の
整
備
さ
れ

た
里
山
な
た
め
、
搬
出
方
法
は
チ
ェ
ン
ソ
ー

で
伐
倒
後
、
全
幹
の
ま
ま
バ
ッ
ク
ホ
ウ
で
林

道
ま
で
引
き
出
し
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
で
造
材
す

る
方
法
が
主
流
で
、
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
な
ど
は

今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
普
及
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
主
伐
地
が
奥
地
化

し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
集
材
効
率

を
高
め
る
た
め
の
難
題
が
、
佐
伯
の
山
は
急

傾
斜
地
が
多
い
と
い
う
特
徴
で
す
。
現
在
、

ウ
ィ
ン
チ
付
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
、
タ
ワ
ー
ヤ
ー

ダ
ー
の
導
入
を
検
討
し
て
い
ま
す
が
タ
ワ
ー

ヤ
ー
ダ
の
導
入
を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
タ

ワ
ー
ヤ
ー
ダ
は
高
所
ま
で
引
き
上
げ
な
い
と

効
率
が
悪
い
。
尾
根
ま
で
の
作
業
道
を
つ
く

る
必
要
も
出
て
き
ま
す
。
路
網
整
備
、
作
業

道
の
造
成
な
ど
、
山
の
イ
ン
フ
ラ
が
こ
れ
か

ら
の
課
題
で
す
。

　
集
材
、
加
工
、
製
材
の
全
て
の
工
程
で
、

低
コ
ス
ト
化
、
高
効
率
性
を
追
求
す
る
こ
と

は
、
佐
伯
の
循
環
サ
イ
ク
ル
に
と
っ
て
い
つ

も
最
大
の
課
題
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
一

次
集
約
地
の
土
場
、
工
場
が
近
接
し
て
い
る

こ
と
が
条
件
で
す
。
こ
の
宇
目
工
場
が
、
佐

伯
の
循
環
サ
イ
ク
ル
の
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

宇
目
工
場
の
製
材
機
械
は
ア
メ
リ
カ
の

U
S
N
R
社
製
で
す
。
国
産
機
は
、
曲
が
り

材
を
ま
っ
す
ぐ
に
製
材
し
ま
す
が
、
欧
米
の

マ
シ
ン
は
、
原
木
の
曲
が
り
具
合
一
本
一
本

計
測
し
て
曲
が
り
具
合
に
合
わ
せ
な
が
ら
製

材
し
ま
す
。
無
垢
の
場
合
、
間
柱
や
垂
木
な

ど
小
割
り
材
な
ら
若
干
の
曲
が
り
も
ク
リ
ア

し
ま
す
。
2
ヶ
月
く
ら
い
の
天
然
乾
燥
を
経

て
、
乾
燥
機
を
使
い
ま
す
。
曲
が
っ
た
木
を

ま
っ
す
ぐ
製
材
す
る
と
、
そ
の
あ
と
必
ず
曲

が
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
曲
が
っ
た
木
を
曲
が

り
な
り
に
製
材
し
て
乾
燥
す
る
と
完
全
に
で

は
な
い
が
あ
る
程
度
戻
っ
て
く
る
の
で
、
曲

が
り
材
で
も
歩
留
ま
り
よ
く
、
有
効
使
用
で

き
ま
す
。

　
現
在
の
U
S
N
R
社
製
の
加
工
機
は
、
ワ

ン
ウ
ェ
イ
方
式
で
、
原
木
丸
太
を
載
せ
れ
ば

最
終
工
程
ま
で
を
自
動
処
理
し
く
れ
ま
す
か

ら
、
そ
の
点
で
は
製
材
コ
ス
ト
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
は
か
な
り
い
い
。
部
品
や
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
な
ど
を
含
め
る
と
、
け
っ
し
て
安
い
投

資
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
投
資

に
見
合
う
丸
太
の
生
産
量
を
確
保
し
、
工
場

に
供
給
す
る
必
要
を
、
佐
伯
の
豊
か
な
森
が

満
た
し
て
く
れ
る
関
係
で
す
。
山
と
工
場
の

両
方
の
関
係
を
図
り
な
が
ら
、
コ
ス
ト
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
を
追
求
し
て
い
ま
す
。

　
近
隣
に
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
が
完
成
し
、

4
月
か
ら
稼
動
を
始
め
ま
し
た
。
佐
伯
で
は

全
幹
集
材
な
の
で
、
作
業
道
近
く
に
長
い
ま

ま
の
木
を
集
め
て
、
そ
こ
で
玉
伐
り
を
す

る
。
そ
の
場
所
が
未
利
用
材
の
ス
ト
ッ
ク

ヤ
ー
ド
と
な
っ
て
ヤ
マ
が
で
き
ま
す
が
、
こ

れ
ら
も
残
ら
ず
チ
ッ
プ
化
し
発
電
所
に
販
売

し
ま
す
。
未
利
用
材
の
ヤ
マ
は
き
れ
い
に
片

付
い
て
、
跡
地
は
地
ご
し
ら
え
、
植
林
す
る

ば
か
り
の
更
地
に
な
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
都

合
も
い
い
（
笑
）
。

　
今
、
買
取
価
格
は
32
円
／
k
w
h
で
す
。

組
合
が
所
有
者
か
ら
買
う
立
木
の
値
段
に

は
、
こ
れ
ら
の
収
入
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

所
有
者
も
こ
れ
ま
で
当
て
に
す
る
こ
と
の
な

か
っ
た
分
な
の
で
、
こ
れ
を
預
か
り
金
と
い

う
か
た
ち
で
造
林
費
用
に
当
て
ま
す
。
現

在
、
造
林
関
係
の
森
林
整
備
へ
の
予
算
が
減

っ
て
き
て
、
山
主
の
負
担
が
出
て
き
ま
し

た
。
こ
の
分
を
こ
れ
ま
で
値
も
つ
か
な
か
っ

た
短
コ
ロ
や
枝
葉
な
ど
が
有
価
に
な
っ
た
分

を
当
て
る
と
い
う
発
想
で
す
。

　
来
月
か
ら
は
1
万
8
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
級
の

発
電
機
が
稼
動
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
製
材
品
の
販
売
は
、
需
要
が
逼
迫
し
て
い

る
の
で
引
き
合
い
は
多
く
、
売
り
先
に
困
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
製
材
品
は

買
い
手
相
場
。
販
売
量
は
安
定
し
て
い
て
も

為
替
相
場
の
影
響
な
ど
も
あ
り
、
厳
し
い
と

い
う
の
が
実
情
で
す
。

苗
木
不
足
の
克
服
へ

│
│「
コ
ン
テ
ナ
苗
」

生
産
へ
の
試
み

「
適
地
適
木
」、課
題
と

な
る
山
の
イ
ン
フ
ラ

「
佐
伯
型
循
環
林
業
」の
核
、

サ
イ
ク
ル
の
要
を
担
う
工
場

山
の
恵
み
を
残
ら
ず
活
か
す

│
│
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
と
の
提
携

持
続
可
能
性
を
50
年
ス
パ
ン
で

見
据
え
る「
佐
伯
型
循
環
林
業
」

KITOGO-HAN    06   07 KITOGO-HAN    

上▲ハーベスタを使った集材作業

施業現場で集材に力を発揮するフォワーダー。丸太をピック
アップして積載する

コンテナ苗（宮崎県林業技術センター　
三城陽一郎氏のPPT資料より）

林業機械による作業システムのイメージ 組合本所内オフィス



【内装木質化ハンドブック】
判型／A4判　総頁数／80頁  オールカラー　発行／公益財団法人 木材・合板博物館
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RC/S造大型建築物に於ける内装の積極的木質化への勧め
防火地域での建築物でも木質化は可能
それは構造材の木質化は不可でも内装の木質化の道が未だ開かれています

《入手方法》
●当館HPの内装木質化ページから購入できます。
●当館4階ミュージアムショップで販売中です。
●見積・納品・請求書ご入用の際は当館までご連絡下さい。
TEL：03-3521-6600　E-mail：info@woodmuseum.jp
URL: http://www.woodmuseum.jp

2015年「ウッドデザイン賞2015」ソーシャルデザイン部門賞
林野庁長官賞（優秀賞）受賞！！

■ 使いたくなる事例を網羅！
■ 見やすいビジュアル構成！
■ 便利な「早見表」{内装制限チェック表」で一目でわかる！
■ 関連法令をわかりやすく整理！

もっと、木材を使用しやすく！ もっと使いたくなる！
内装木質化を考える方に必携のハンドブック！ RC／S造でも木材を使いたい設計者、デザイナー、施工者向けのバイブル

 平成28年９月
　　9/14～10/6 フォトコンテスト展示会 （新木場タワー１階ロビー）
　 ◎この間一般の方の投票が表彰に繋がります。是非ご覧下さい。

 平成28年10月
　　10/1～26 新企画マンスリー企業紹介 （新木場タワー4階）
　 ◎第一弾は丸玉産業株式会社（創業120年を誇る合板製造企業）
　　10/11 ウッドマスター中級合板講座 （新木場タワー1階大ホール）
　 ◎受講受付中、詳細はHPから
　　10/30 フォトコンテスト結果発表 （受賞作品展示は11/4～22）

 平成28年11月
　　11/1～30 クリスマスツリー苗木販売受付
　 ◎申し込みはHPから、苗木お届け（11/24～12/11）
　　11/1～25 マンスリー企業紹介 （新木場タワー4階）
　 ◎兼松日産農林株式会社（木製杭製造企業）
　　11/4～22 フォトコンテスト受賞作品展示 （新木場タワー1階）
　　11/14 「合板の日」式典 （新木場タワー１階大ホール）
　　11/27 合板一枚コンペ表彰式 （新木場タワー1階大ホール？）

 平成28年12月
　　12/1～11 クリスマスツリー苗木お届け (11/24～12/11)
　　12/1～21 マンスリー企業紹介
 ◎ポラテック株式会社？（新木場タワー４階）

クリスマスツリー
苗木販売等の
チラシ掲載

木材・合板博物館これからのイベント案内 　
4
年
前
に
策
定
さ
れ
た
「
森
林
・
林
業
再

生
プ
ラ
ン
」
は
、
全
国
一
律
に
過
ぎ
て
地
方

の
特
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
面
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
長
伐
期
80
年
～

1
0
0
年
ス
パ
ン
の
サ
イ
ク
ル
は
、
佐
伯
に

は
長
す
ぎ
ま
す
。

　
私
ど
も
は
50
年
伐
期
の
ス
パ
ン
で
考
え
て

い
ま
す
。
老
齢
木
に
な
る
ほ
ど
山
の
公
益
性

は
低
下
し
ま
す
。
間
伐
で
横
に
太
っ
て
も
大

径
木
の
需
要
は
そ
れ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
佐

伯
は
オ
ビ
ス
ギ
で
あ
り
、
、
九
州
地
方
の
成

長
の
速
さ
も
考
え
る
と
、
50
年
の
循
環
サ
イ

ク
ル
が
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
林
業
は
そ
の
根
本

に
、
持
続
性
を
見
通
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
大

き
な
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
今
、
森
は
熟

成
し
て
い
る
の
に
使
わ
れ
な
く
て
困
っ
て
い

る
、
循
環
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題

な
の
で
す
。
佐
伯
広
域
森
林
組
合
は
、
伐
っ

た
ら
、
必
ず
植
え
る
と
い
う
「
佐
伯
型
循
環

林
業
」
へ
の
組
合
員
の
信
頼
感
で
支
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
地
域
の
山
、
水
、
森
を
守
り
続
け
る
課
題

を
ひ
と
つ
一
つ
解
決
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら

も
持
続
可
能
性
を
探
り
続
け
て
い
き
ま
す
。

[

後
記]

　

佐
伯
広
域
森
林
組
合
は
、
い
か
に
し
て

成
っ
た
か
。
屈
指
の
生
産
量
を
誇
る
経
営

に
今
、
多
く
の
人
が
注
目
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
実
情
は
難
題
も
多
く
あ
り
、
課

題
も
さ
ま
ざ
ま
と
い
う
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。
広
域
合
併
が
実
現
で
き
た
の
は
、
大
規

模
所
有
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
た

と
、
戸
髙
組
合
長
か
ら
お
聞
き
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
お
話
を
聞
き
続
け
て
い
る
う
ち
、

そ
の
背
景
に
「
人
の
手
で
な
っ
た
森
は
、
人

の
手
で
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
地

域
の
思
い
が
結
び
つ
い
て
成
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
思
い
を
強
く
し
ま
し
た
。

そ
れ
を
協
働
の
力
へ
と
つ
な
い
で
き
た
弛

＜佐伯広域森林組合＞
〒879-3302　大分県佐伯市宇目大字南田原283番地2
TEL0972-54-3326／FAX0972-54-3328
ホームページURL:http://www.saikiforest.or.jp/

み
な
い
努
力
が
「
佐

伯
型
循
環
林
業
」
な

の
だ
と
。　
　
　
　

　
（
公
益
財
団
法
人

P
H
O
E
N
I
X
専

務
理
事　
黒
岩
康
多
）
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チップ集積。工場の残材がチップ処理され、製材所から
毎日トラック（15t車）で約10台出荷される

組合本所玄関前でパチリ。右から、佐藤誠参事、鵜戸幹人宇目工場長、職員の後藤静吾さん。
この後、後藤さんには林業施業現場を案内していただいた

USNR製シャープソー タイコ挽きした丸太を、曲がりな
がら1度に12個の丸鋸で製材する

広い集材場を背景に説明する宇目工場長の鵜戸幹人さ
ん、「きめ細かな生産管理が生産性向上の鍵です」

ドイツ製ウッドハッター、丸太数本を飲み込み、みるみるチッ
プ化。速さに驚く



　木材・合板博物館オープンして9年目の6月9日、9万人目のお
客様をお迎えしました。この日の来館者は、女子美術大学芸術学
部デザイン・工芸学科プロダクトデザイン専攻の皆様です。皆さ
んと共に博物館スタッフも一緒に記念撮影を行いました。
　木材・合板博物館はこれからも、展示の充実、楽しく豊かな企画
をを進め、一人でも多くの方々のご来館をお待ちしています。

岡野　　健　館長
平川　泰彦　副館長
赤石　和義　チーフプロデューサー
杉村　雅通　CSR担当職員
長谷川麻紀　プロデューサー

新谷百々香　プロデューサー
久冨　泰生　ボランティア
椛島　昭久　ボランティア
高田　武俊　ボランティア

公益財団法人PHO EN I Xがスタートしました

　日頃は私ども「木材・合板博物館」に対するご理解とご支援を賜りまして心より御

礼申し上げます。

　日本での合板誕生 100 年を期に、2007 年新木場タワー内に「木材・合板博物

館」を開設してから早 8 年、年間 1 万名を超える来館者様や、200 社を超える賛

助会員様に支えられて今日に至りました。おかげをもちまして昨年 2015 年 8 月には公益財団法人への移行が

内閣府より承認されました。更に従来からの木材・合板博物館事業に加え人材育成事業を新たに新設するこ

とと致し、公益法人にふさわしい事業体として、今まで以上に活動の場を広げ内容の充実に取り組んで参る所

存です。 

今年 6 月より公益財団法人名を　PHOENIX に改称致しましたが、PHOENIXとはご存じの通り不死鳥のこ

とであり、木材・合板博物館の活動が未来永劫続く様にという強い意思が込められており、またロゴマークの

錨は、地に足をつけた地道な活動を意図しております。

　近い将来新木場の地に独立した博物館施設の建設を構想しております。一般の来館者様は無論のこと、業

界や学会など各関係機関の皆様に自由にご利用、交流、連携していただく場を提供させて頂くことで、地球温

暖化対策としての木材の積極的活用と木の文化を伝える発信基地としての役割を担う所存です。 新生木材・

合板博物館を是非ご期待頂きたいと思います。

　此の度の公益財団法人 POHENIX の新たなスタートに、博物館ご利用の皆様の更なるご支援、ご協力、

ご懇情を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

　6 月 9 日（木）13 時 20 分、女子美術大学の学生さん 11 名が来館されました。

「キャー、ホントにー、すごい !!!」、来館者累計 90,000 名を達成された瞬間の歓喜

の声です。サプライズで興奮ぎみの女子大生でしたが、記念撮影の後はしっかりと木

の勉強をして帰られました。

　思い起こしますと、2007 年 10 月にこの新木場という木の町に当時の NPO 法人「木材・合板博物館」

を開設し、翌年 5 月には季刊誌「木と合板」を創刊する等お客様の目線に立った活動を心掛けて参りました。

小さなお子様から業界のプロに至る幅広い層のお客様に、長年弊博物館をご利用・ご活用頂きました事に、

心より感謝申し上げる次第です。 この度の公益財団法人 PHOENIX 設立を期に、季刊誌「木と合板」も

装いを新たに、公益性と地球温暖化対策を追求し、再生資源の原点である林業の復興から国産材の有効利

用に至る業界の活性化を目指す情報誌として企画・制作し、皆様のお手許にお届けして参ります。

倍旧のご指導、ご鞭撻を賜ります様お願い申し上げます。

業界活性化を目指す情報誌へ 木の文化を伝える発信基地の
新たなスタート

専務理事　黒岩 康多
理事長　吉田  繁
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（後列左より）
中山正也理事、黒岩康多専務理事、
遠藤直哉理事、岡野健常務理事、
杉村雅通理事、中嶋与人監事

（前列左より）
春田泰徳評議員、小川奈美未評議員、
吉田繁理事長、村谷晃司評議員



京都府立林業大学校を訪ねて

── 明日の林業の担い手を育む学び舎

　わが国の森林資源は本格的な利用期を迎え、今「国産材自給率50%をめざす」ことが国、行政、木材業界を
あげた課題となっています。これまで外国産材需要の高まりを受けた時代が長く続き、わが国の林業従事者数
は年々減少傾向にありましたが、ここに至って国産材の生産性を高めるため、林業現場の担い手づくりが喫緊の
課題となってきています。林業従事者の担い手づくりの基幹のひとつが、全国にある林業大学校です。林業大
学校は全国に7校あり、そのうちの京都府立林業大学校は、最近開校したばかりの歴史の若い学校です。今回
は京都府立林業大学校をお訪ねし、その抱負と課題をお伺いしました。
　同校は京都府船井郡京丹波町本庄土屋にあり、JR山陰本線「和知」駅を降りて数分。校舎は京丹波の豊か
な山 に々囲まれた一角にあります。木々は初夏の日差しで鮮やかさを増していました。
　迎えて下さったのは、校長の只木良也先生と副校長の山崎拓男先生のお二人です。

し
た
こ
と
の
ひ
と
つ
が
全
寮
制
で
し
た
。
寮

生
活
は
人
間
形
成
に
果
た
す
と
こ
ろ
が
大
き

く
、
そ
の
こ
と
は
就
職
先
か
ら
も
お
褒
め
い

た
だ
く
な
ど
長
野
で
経
験
ず
み
で
し
た
が
、

京
都
で
は
種
々
の
理
由
で
断
念
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
は
残
念
で
す
。
今
、
本
校
の
学

生
は
学
校
周
辺
に
下
宿
や
ル
ー
ム
シ
ェ
ア
な

ど
し
て
通
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
長
野
県
林
業
大
学
校
、
岐
阜
県
森

林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
、
そ
れ
に
本
校
を
加
え
た

3
校
が
提
携
す
る
か
た
ち
で
、
体
験
交
流
な

ど
な
ど
教
育
内
容
の
拡
充
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
創
設
準
備
期
は
、
「
森
林
・
林
業
再
生
プ

ラ
ン
」
を
林
野
庁
が
進
め
て
い
る
と
き
で
、

こ
れ
を
受
け
て
技
術
者
養
成
と
地
域
リ
ー
ダ

ー
養
成
の
二
本
立
て
コ
ー
ス
で
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
組
み
立
て
ま
し
た
。
「
林
業
専
攻
」
と

「
森
林
公
共
人
材
専
攻
」
の
二
つ
で
す
。
林

業
専
攻
は
林
業
機
械
の
操
作
等
を
学
び
、
現

場
の
実
地
の
即
戦
力
を
め
ざ
し
ま
す
。

　
「
再
生
プ
ラ
ン
」
が
ね
ら
い
と
す
る
も
う

ひ
と
つ
は
、
地
域
の
林
業
を
担
う
リ
ー
ダ

ー
、
公
共
的
な
人
材
の
育
成
で
、
森
林
公
共

人
材
専
攻
は
そ
の
た
め
の
コ
ー
ス
で
す
。
ド

イ
ツ
の
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
は
林
業
森
林
地
域
を

統
括
す
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
高
い
能
力
を

要
求
さ
れ
る
専
門
職
で
す
が
、
こ
れ
は
一
朝

一
夕
に
し
て
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

長
い
経
験
を
重
ね
て
獲
得
さ
れ
る
ス
テ
イ
タ

ス
で
す
。
2
年
間
の
履
修
は
、
リ
ー
ダ
ー
に

育
っ
て
い
く
た
め
の
ほ
ん
の
助
走
で
す
。

　
「
自
然
を
尊
敬
で
き
る
人
を
育
て
た
い
」

こ
れ
が
私
の
こ
の
学
校
に
託
す
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
す
。
自
然
を
愛
す
る
人
、
自
然
が
大
好
き

な
人
な
ら
世
の
中
に
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
い
る

が
、
自
然
を
尊
敬
で
き
る
人
は
少
な
い
。
自

然
を
尊
敬
で
き
る
と
い
う
の
は
、
自
然
の
摂

理
を
理
解
し
て
、
こ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
現
実
に

活
か
せ
る
人
で
す
。
こ
れ
を
実
現
し
た
い
。

木
を
伐
る
と
は
、
た
だ
木
を
伐
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
、
こ
の
木
は
な
ん
の
た
め
に
伐
っ

て
い
る
の
か
。
そ
の
意
味
を
理
解
し
、
実
践

し
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
で
す
。
同
じ

こ
と
を
話
し
続
け
て
い
る
う
ち
、
本
校
の
教

育
理
念
を
示
す
言
葉
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
（
笑
）
。

─
─
入
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
ど
こ
で
こ
の
学

校
を
知
り
、
ど
ん
な
進
路
を
考
え
て
、
入
学

を
希
望
し
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

（
山
崎
副
校
長
）
現
在
の
世
の
中
で
は
、

「
川
上
」
で
仕
事
を
し
て
い
る
人
を
目
に
す

る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
農
業
、
水
産
業
な

ら
食
に
関
わ
る
職
業
と
し
て
目
に
も
見
え
ま

す
が
、
林
業
は
食
生
活
と
も
密
着
し
な
い
。

職
業
イ
メ
ー
ジ
が
乏
し
く
て
選
択
肢
に
入
っ

て
来
難
い
。
そ
れ
は
教
え
る
先
生
た
ち
に
も

言
え
る
こ
と
で
す
（
笑
）
。
こ
の
ハ
ー
ド
ル

を
越
え
る
の
は
、
私
た
ち
林
業
の
学
校
だ
け

で
な
く
、
林
業
行
政
、
民
間
の
業
界
も
含
め

た
協
力
が
必
要
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
入
学
し
て
く
る
子
た
ち

は
、
こ
の
世
界
を
職
業
に
し
よ
う
と
い
う
一
定

の
セ
レ
ク
ト
が
あ
っ
て
来
て
い
ま
す
。
中
で
多

い
の
は
ネ
ッ
ト
で
探
し
て
き
て
い
る
子
で
、
次

が
跡
継
ぎ
タ
イ
プ
で
そ
う
い
う
子
は
業
界
紙

な
ど
も
見
て
林
業
を
あ
る
程
度
認
知
し
て
い

ま
す
。
3
K
現
場
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り

ま
す
が
、
仕
事
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
そ
れ

が
ど
う
い
う
問
題
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
、

学
生
た
ち
と
は
い
ろ
ん
な
話
を
し
ま
す
。

　
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
が
、
収
入
で
す
。

林
業
で
定
着
し
生
活
を
自
立
さ
せ
る
た
め
に

は
、
家
を
借
り
、
車
を
買
い
、
家
庭
を
持
つ
こ

と
が
補
償
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

担
い
手
育
成
と
い
う
問
題
だ
け
で
な
し
に
、

川
上
か
ら
川
下
を
含
め
た
木
材
業
全
体
の
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

─
─
京
都
府
立
林
業
大
学
校
と
し
て
特
色
は
?

（
山
崎
副
校
長
）
本
校
は
実
習
が
多
く
、
林

業
機
械
の
操
作
を
学
ぶ
こ
と
に
力
を
入
れ
て

現場の力になれる人、自然を尊敬できる人を

　   国産材

自給率50%時代
　 への模索 ②

特集

―
―
各
地
の
林
業
大
学
校
の
な
か
で
も
、
歴

史
が
若
い
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。

（
只
木
校
長
）
開
校
し
て
今
年
で
5
年
目
で

す
。
長
野
県
や
岐
阜
県
な
ど
の
林
大
は
、
そ

の
前
身
を
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
が
あ
り
ま

す
が
、
本
校
は
新
参
者
で
す
。

　
こ
こ
で
自
分
の
履
歴
を
紹
介
す
る
の
は
気

が
引
け
ま
す
が
、
私
は
名
古
屋
大
、
そ
の
前

は
信
州
大
、
そ
れ
以
前
は
東
京
目
黒
に
あ
っ

た
農
林
省
林
業
試
験
場
に
お
り
ま
し
た
。
信

州
大
学
が
理
学
部
を
拡
張
し
生
物
学
科
を
新

設
す
る
こ
と
に
な
り
、
移
っ
た
あ
く
る
年

に
、
長
野
県
立
林
業
大
学
校
を
創
設
す
る
こ

と
に
な
り
、
兼
任
の
講
師
第
一
号
に
な
っ
た

の
が
林
大
と
の
縁
の
始
ま
り
で
す
。
名
古
屋

大
を
停
年
退
官
し
実
家
の
あ
る
京
都
に
戻
っ

た
と
こ
ろ
で
お
声
が
か
か
っ
て
（
笑
）
、
本

校
の
創
設
準
備
に
、
長
野
林
大
の
経
験
を
活

か
す
か
た
ち
で
関
わ
り
ま
し
た
。
私
が
提
案

歩
み
を
始
め
た
ば
か
り
の

林
業
大
学
校

履
修
2
年
の
二
つ
の
コ
ー
ス

い
ま
、林
業
を
め
ざ
す

若
者
た
ち

現
場
の
力
を
身
に
つ
け
る

─
─
施
業
現
場
で
、
地
域
の
中
で
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▲寄贈の書籍が並ぶ部屋で。左手前、只木校長。左奥が山崎副校長
▲1学年の授業風景 この日は重機操作に必要な免許知識、安全知識の授業

実習林から見える京丹波の山並み 京都府立林業大学校 正門

「本校は林大としてまだ新参者です」と笑顔で
語る只木良也校長先生

「あれもこれも学ばせたいが、2年間は短い」と
語る山崎拓男副校長先生



い
ま
す
。
林
業
現
場
に
今
求
め
ら
れ
る
の

は
、
低
コ
ス
ト
と
高
効
率
化
で
す
。
一
人
あ

た
り
の
林
業
従
事
者
に
比
べ
、
森
林
面
積
は

格
段
に
増
え
て
い
ま
す
。
生
産
性
を
高
め
、

か
つ
利
潤
を
も
た
ら
す
に
は
機
械
化
は
、
こ

れ
か
ら
の
林
業
に
と
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
課

題
で
す
。
実
習
に
使
う
機
械
は
購
入
品
で
は

な
く
リ
ー
ス
で
す
。
予
算
的
に
は
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
も
含
め
る
と
購
入
の
方
が
安
く
つ
く
の

で
す
が
、
機
械
は
日
進
月
歩
で
開
発
さ
れ
続

け
て
い
る
の
で
、
現
場
の
即
戦
力
に
な
る
に

は
最
新
の
機
械
に
触
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す

か
ら
。

　
そ
れ
と
現
場
に
必
要
と
さ
れ
る
応
用
力
で

す
。
木
は
一
本
一
本
違
う
。
山
も
形
状
や
植

生
な
ど
一
つ
と
し
て
同
じ
山
は
な
い
。
学
生

20
人
に
対
し
て
5
～
6
人
の
指
導
員
が
付
い

て
実
習
を
行
い
ま
す
。

　
京
都
府
は
認
定
機
関
に
よ
る
「
高
性
能
林

業
機
械
操
作
士
」
の
独
自
資
格
を
付
与
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
合
格
す
る
に
は
、
重
機
5

種
の
実
技
試
験
に
現
場
が
作
っ
た
審
査
項
目

で
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
当

初
、
林
大
卒
業
生
に
は
全
員
与
え
よ
う
と
い

う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
え
て
厳
し
い

難
関
に
し
て
い
ま
す
。
追
試
な
し
の
一
発
勝

負
と
な
れ
ば
意
気
込
み
も
違
っ
て
き
ま
す
。

合
格
率
は
2
割
ぐ
ら
い
で
す
。
現
場
の
方
に

言
わ
せ
る
と
、
新
人
に
重
機
操
作
を
一
か
ら

教
え
る
練
習
期
間
の
余
裕
は
な
い
。
機
械
は

学
校
運
営
費
の
か
な
り
を
占
め
ま
す
が
、
そ

れ
で
も
卒
業
生
が
現
場
に
早
く
慣
れ
て
定
着

で
き
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
高
い
投
資
で
は
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ

ス
で
は
2
年
生
が
重
機
操
作
を
実
演
し
ま

す
。
見
に
来
た
森
林
組
合
の
職
員
が
あ
く
る

日
か
ら
使
え
る
よ
と
言
っ
て
く
れ
ま
す
。

　
森
林
公
共
人
材
専
攻
で
は
、
京
都
府
立
大

学
と
の
連
携
で
公
共
政
策
に
係
る
専
門
的
な

知
識
を
履
修
し
ま
す
。
座
学
だ
け
で
な
く
、

N
P
O
な
ど
の
実
践
的
な
地
域
活
動
研
修
で

実
際
の
施
策
や
企
画
立
案
を
経
験
し
た
の

ち
、
「
森
林
公
共
政
策
士
」
の
資
格
を
得
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
京
都
府
の

独
自
資
格
で
す
。
森
林
に
関
係
す
る
様
々
な

地
域
の
課
題
を
解
決
で
き
る
即
戦
力
の
証

で
、
こ
れ
は
全
国
で
初
め
て
の
試
み
で
す
。

―
―
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
ド
イ
ツ
研
修
が
あ
り

ま
す
。

　
研
修
メ
ニ
ュ
ー
は
1
週
間
で
、
マ
ッ
テ
ン

ホ
フ
職
業
訓
練
校
、
製
材
工
場
、
林
業
施
業

現
場
、
「
ド
イ
ツ
の
黒
い
森
」
（
ド
イ
ツ
ト

ウ
ヒ
の
人
工
林
）
を
訪
問
し
、
見
学
、
交
流

し
ま
す
。
ド
イ
ツ
林
業
を
実
際
に
見
る
経
験

は
大
き
い
。
学
生
た
ち
は
意
識
が
か
わ
っ
て

帰
国
し
て
き
ま
す
。
製
材
工
場
に
し
て
も
日

本
と
は
規
模
が
違
い
ま
す
し
、
最
も
違
う
の

は
林
業
マ
ン
を
め
ざ
す
ド
イ
ツ
の
学
生
の

就
業
意
識
の
高
さ
で
す
。
自
分
た
ち
の
甘

さ
に
シ
ョ
ッ
ク
を
覚
え
て
帰
っ
て
き
ま
す

（
笑
）
。
ド
イ
ツ
で
は
林
業
は
重
要
な
産
業

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
只
木
校
長
）
ド
イ
ツ
の
人
里
近
く
の
森
林

は
一
度
破
壊
さ
れ
尽
く
し
た
歴
史
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
約
2
5
0
年
前
か
ら
自
然
保
護
の

思
想
が
生
ま
れ
、
山
を
緑
に
す
る
こ
と
に
意

識
的
に
努
力
を
傾
注
し
て
き
ま
し
た
。
ド
イ

ツ
で
は
、
山
の
木
々
は
人
間
に
必
要
な
も
の

だ
か
ら
自
分
た
ち
の
手
で
つ
く
る
と
い
う
思

想
が
根
付
い
て
い
ま
す
。
帰
国
後
の
感
想
文

に
「
森
林
を
管
理
し
て
い
る
様
子
を
見
る
こ

と
の
で
き
る
公
園
と
し
て
山
が
整
備
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
驚
い
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
人
に
言
わ
せ
る
と
、
「
食
糧
は
輸
入

で
き
て
も
、
森
林
は
輸
入
で
き
な
い
」
と
。

森
林
に
対
す
る
文
化
の
違
い
に
カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
を
覚
え
て
帰
っ
て
き
ま
す
。

　
（
山
崎
副
校
長
）
只
木
校
長
先
生
の
「
自

然
を
尊
敬
で
き
る
人
に
な
れ
」
と
い
う
投
げ

か
け
は
、
自
然
の
摂
理
を
理
解
す
る
こ
と
、

自
然
は
ど
こ
か
ら
の
働
き
か
け
も
な
く
て
自

ら
成
立
し
て
い
る
、
そ
の
集
大
成
が
森
林
で

あ
り
、
そ
の
森
林
と
共
に
生
き
る
と
い
う
理

念
で
す
。

　
こ
こ
で
学
ぶ
期
間
は
わ
ず
か
2
年
で
す
。

あ
れ
も
こ
れ
も
学
ば
せ
た
い
と
い
う
思
い
が

つ
の
っ
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成
を
め
ぐ

っ
て
、
指
導
す
る
職
員
間
で
は
い
つ
も
熱
い

議
論
が
あ
り
ま
す
。
新
年
度
に
な
っ
て
変
更

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
本
校
は
開
校
か
ら

間
も
な
く
ま
だ
ま
だ
途
上
で
す
。
日
本
の
林

業
も
め
ざ
す
と
こ
ろ
に
至
る
ま
で
は
長
い
道

の
り
を
要
す
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
歩
み

も
同
じ
で
す
。

　
本
校
の
卒
業
生
が
現
場
に
立
つ
よ
う
に
な

り
、
そ
し
て
10
年
、
20
年
の
経
験
を
経
て
、

只
木
校
長
の
理
念
を
「
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た

の
か
」
と
得
心
で
き
る
林
業
マ
ン
に
な
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
、
今
の
私
た
ち
の
共
通
の
願

い
で
す
。

森
林
と
共
に
生
き
る
文
化
を

ド
イ
ツ
に
学
ぶ

林
業
再
生
へ
の
道
を

担
う
人
に
託
す
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下▼隔月で発行される「京林大だより」
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上▲伐りだした材の搬出作業の実習
下▲チェンソーの実習 腰の入り方に年季が

上▲バックホウ実習風景。山地
森林の複雑な地形は同じ場所
はない、常時真剣勝負だ
左上◀高性能林業機械作業現
場 で のフォレスター のレク
チャーの様子です。森林を手入
れする際に木を伐採するので
すが、伐採する木の基準をレク
チャーしていただきました。

（記：京都府立林大）
下◀一般市民の方に開かれた
市有林でのガイドツアーの様
子です。（記：京都府立林大）

上▲実習棟 外観
右下▲実習棟 内部 ヘルメットなどの装備や、チェンソーは2年間を通じて一人ひとりマイマシンとして管理する
左下▲パソコンルーム 現場実務の即戦力を身につける


