
16林野   2020.4 No.157

　東
とうしん
信森林管理署管内は、長野県東部

で千
ち く ま
曲川

がわ
の上流に位置し、流域面積は

247,696ha で、長野県全体の 18 ％を
占めています。このうち国有林は、4市
6町 5村に所在し、その国有林野面積は
58,741haで、流域面積の24％を占めてい
ます。中でも水源かん養保安林は国有林面
積の90％と高く地域の重要な水源地となっ
ています。
　また、この地域には、学術的にも貴重な
自然や動植物が存在しており、4地域が国
立公園、国定公園の特別保護地区や特別地
域に指定されています。国有林ではこの貴
重な森林を保護林に設定し、豊かな自然環
境の保護・管理に努めています。
　さらに、湯

ゆ
の丸
まる
・高
たかみね
峰高原、白

しら
駒
こま
の池
いけ
や双

ふたご
子池
いけ
と山岳が一体となった優れた景観であ

ること、リクリエーション施設等が整っていること、鉄道や道路交通網の整備も良いこ
とから、森林浴やスキー、登山等を目的に首都圏などから多くの人が訪れています。

は
じ
め
に

　
令
和
元
年
11
月
14
日
～
15
日
、
皇こ

う
い位

継け
い
し
ょ
う承

重じ
ゅ
う
よ
う要

祭さ
い
し祀

「
大だ

い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
」
の
中
心

的
儀
式
「
大

だ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

嘗
宮
のの

儀ぎ

」
が
、
皇こ

う
き
ょ居

東ひ
が
し
ぎ
ょ
え
ん

御
苑
に
特
設
さ
れ
た
大
嘗
宮
（
廻か

い

立り
ゅ
う

殿で
ん
、
悠ゆ

紀き

殿で
ん
、
主す

き基
殿で

ん
）
で
行
わ

れ
（
写
真
１
）、そ
の
主
要
部
材
と
し
て
、

北
海
道
森
林
管
理
局
、
関
東
森
林
管
理

局
、
中
部
森
林
管
理
局
の
国
有
林
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
ヤ
チ
ダ
モ
、
ス
ギ
、
カ
ラ
マ

ツ
の
皮
付
き
丸
太
計
１
，
２
５
４
本
を
供
給

し
ま
し
た
。

　

中
部
森
林
管
理
局
か

ら
は
、
こ
れ
ら
建
物
に

使
用
す
る
資
材
と
し
て
、

東と
う
し
ん信
森
林
管
理
署
（
以

下
「
東
信
署
」
と
い
う
。）

管
内
の
軽か

る
い
ざ
わ
ま
ち

井
沢
町
の
国

有
林
か
ら
生
産
さ
れ
た

カ
ラ
マ
ツ
の
良
質
な
皮

付
き
丸
太
１
，
１
０
０
本
を
供

給
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
供
給
に
携
わ
っ
た

佐さ

く久
森
林
組
合
、
株
式
会
社
吉

本
及
び
東
信
署
が
、
丸
太
の
皮

を
傷
付
け
な
い
よ
う
に
、
各
作

業
工
程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な
工
夫
を
行
っ
た
の
か
、
そ
の

一
連
の
作
業
を
紹
介
し
ま
す
。

取 組
国有林野事業の

中
部
森
林
管
理
局
　
資
源
活
用
課
・
東
信
森
林
管
理
署

大だ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

嘗
宮
建
設
資
材（
カ
ラ
マ
ツ
の
良
質
な
皮
付
き
丸
太
）

の
供
給
に
つ
い
て

～
樹
皮
を
傷
つ
け
な
い
搬
出
へ
の
挑
戦
～

長野県

富山県

岐阜県

愛知県

署
の
基
礎
デ
ー
タ

所 在 地 長野県佐久市臼田 1822

区 域 面 積 247,696ha うち森林面積 175,066ha（森林率：71%）

国 有 林 面 積 58,741ha（国有林率：34%）

管 轄 区 の
関 係 市 町 村

４市６町５村
上
う え だ し

田市、東
と う み し

御市、小
こ も ろ し

諸市、佐
さ く し

久市、長
ながわまち

和町、軽
かるいざわまち

井沢町、御
み よ た ま ち

代田町、立
たてしな

科
町
まち

、佐
さ く ほ ま ち

久穂町、小
こうみまち

海町、青
あおきむら

木村、北
きたあいきむら

相木村、南
みなみあいきむら

相木村、南
みなみまきむら

牧村、川
かわかみむら

上村

「管内概要」

写真１ 完成した大嘗宮

◀浅間山（2,568m）とカラマツ林

東信森林
管理署
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樹
皮
を
傷
つ
け
な
い

供
給
へ
向
け
て

　
大
嘗
宮
は
、「
黒く

ろ
き
づ
く

木
造
り
」
と
い
う
皮
付

き
丸
太
を
使
用
す
る
伝
統
的
工
法
で
建
築
さ

れ
ま
す
。
主
要
部
材
の
供
給
に
当
た
っ
て
は
、

良
質
な
皮
付
き
の
状
態
を
維
持
す
る
た
め
、

伐
倒
か
ら
運
材
、
選
木
か
ら
保
管
に
至
る
ま

で
様
々
な
工
夫
を
行
い
ま
し
た
。

①
伐
倒
か
ら
運
材
作
業
（
写
真
２
）

　
伐
倒
、
造
材
、
運
材
作
業
で
は
、
佐
久
森

林
組
合
及
び
株
式
会
社
吉
本
が
樹
皮
の
損
傷

を
最
小
限
に
す
る
た
め
、
綿
密
な
作
業
を
行

い
ま
し
た
。

　

伐
倒
作
業
は
、
樹
皮
が
剥
げ
に
く
い
時

期
（
幹
に
水
分
を
上
げ
な
い
秋
～
冬
）
に
行

い
、
衝
撃
が
大
き
い
斜
面
下
方
へ
の
伐
倒
は

避
け
、
伐ば

っ

根こ
ん

に
は
伐
採
作
業
中
に
発
生
し
た

枝
な
ど
を
被
せ
る
な
ど
、
伐
採
木
へ
の
損
傷

を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
技
術
を
駆
使
し
ま

し
た
。
枝
払
作
業
は
、
高
性
能
林
業
機
械
で

は
樹
皮
を
傷
つ
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
等
で
一
枝
一
枝
処
理
す

る
な
ど
細
心
の
注
意
を
払
い
ま
し
た
。

　
造
材
作
業
は
、丸
太
を
仕
様
書
に
合
っ
た
長

さ
や
太
さ
に
造
材
す
る
た
め
、複
数
回
切
り
直

す
な
ど
サ
イ
ズ
の
微
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

　
ト
ラ
ッ
ク
へ
の
積
込
み
に
当
た
っ
て
は
樹

皮
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
丸
太
に
緩
衝
材
を

巻
き
、
布
製
の
ベ
ル
ト
（
ス
リ
ン
グ
ベ
ル
ト
）

を
使
用
し
て
つ
り
上
げ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

運
搬
車
の
荷
台
と
丸
太
の
間
に
も
緩
衝
材
を

設
置
し
、
丸
太
の
損
傷
を
防
止
し
ま
し
た
。

②
選
木
か
ら
保
管
作
業

　
選
木
作
業
は
、
依
頼
さ
れ
た
本
数
の
約
３

倍
の
丸
太
を
一
列
に
並
べ
、
署
員
が
一
本
一

本
長
さ
、
太
さ
を
測
定
し
、
曲
が
り
や
節
な

ど
の
欠
点
に
加
え
樹
皮
の
状
況
を
確
認
し
な

が
ら
行
い
ま
し
た
（
写
真
３
）。

　
ま
た
、
出
材
の
途
中
で
は
、
注
文
と
出
材

し
た
サ
イ
ズ
を
確
認
し
、
情
報
の
共
有
を
的

確
に
行
う
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
丸
太
の
引
き
渡
し
を
行
っ
た
令

和
元
年
６
月
ま
で
の
保
管
に
当
た
っ
て
は
、

変
色
や
干
割
れ
防
止
の
た
め
に
１
０
０
枚
以

上
の
遮
光
シ
ー
ト
で
丸
太
を
被
覆
し
た
上
で
、

シ
ー
ト
が
風
で
飛
ば
さ
れ
な
い
よ
う
紐
で
固

定
し
頻
繁
に
巡
回
を
し
て
、
め
く
れ
等
が
あ

れ
ば
そ
の
都
度
手
直
し
を
行
う
な
ど
の
対
策

を
講
じ
ま
し
た
（
写
真
４
）。

最
後
に

　
通
常
、
木
材
の
品
質
は
曲
が
り
や
節
の
状

況
で
判
断
し
ま
す
が
、
今
回
は
こ
れ
ら
に
加

え
樹
皮
の
状
態
が
良
質
な
皮
付
き
丸
太
が
求

め
ら
れ
た
の
で
、
東
信
署
で
は
、
樹
皮
が
痛

ま
な
い
よ
う
出
材
作
業
で
の
監
督
業
務
や
選

木
作
業
、
養
生
管
理
に
署
員
総
出
で
取
り
組

み
、
令
和
元
年
６
月
に
無
事
引
き
渡
し
を
行

い
ま
し
た
（
写
真
５
）。

　
署
員
に
と
っ
て
は
労
力
的
に
も
精
神
的
に

も
大
変
な
作
業
で
し
た
が
、
皇
位
継
承
に
伴

う
歴
史
の
一
ペ
ー
ジ
に
関
わ
れ
た
こ
と
は
大

変
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の
業
務
の
励

み
に
も
な
る
も
の
で
し
た
。

　
ま
た
、
各
事
業
体
及
び
署
員
の
尽
力
に
よ

り
良
質
な
皮
付
き
丸
太
を
無
事
供
給
で
き
た

こ
と
で
、
今
後
、
国
産
材
と
り
わ
け
「
信
州

カ
ラ
マ
ツ
」
の
利
用
が
さ
ら
に
拡
大
す
る
こ

と
を
期
待
し
ま
す
。

写真2

写真3

写真５

写真4

【写真上】樹皮の損傷を防止した運搬の様子
【写真左】丸太の損傷防止のためスリングベ

ルトや緩衝材を使用

曲がりや節の状況、皮むけや目まわり等
の欠点を細かく確認しながら、丸太を選
木する様子

引き渡された丸太の積込みの様子

遮光シートで保護し養生する様子


