
森林の多面的機能

土砂崩れを防ぐ

木材の生産

雨水を土に
蓄える

河川の洪水を
防ぐ

きれいな水の
供給

CO₂を吸収し
酸素を供給

野生生物の
すみか

川や海の
生き物を育む

キノコや山菜など
食材の生産

安らぎを与える
レクリエーションの場

　
森
林
に
は
、
水
を
蓄
え
浄
化
す

る「
水
源
か
ん
養
」の
機
能
を
は
じ

め
、
土
砂
崩
れ
や
急
な
河
川
の
増

水
を
防
ぐ
機
能
が
あ
り
ま
す
。そ

の
他
に
も
、木
材
の
生
産
、キ
ノ
コ

や
山
菜
な
ど
の
食
材
の
生
産
、
安

ら
ぎ
を
与
え
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
場
の
提
供
と
い
っ
た
、
生
活

に
密
接
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
す
。ま
た
、
森
林
が

大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
す

る
こ
と
で
、
地
球
温
暖
化
の
緩
和

に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
暮
ら
し

を
支
え
る
森
林
が
持
つ
さ
ま
ざ
ま

な
機
能
を「
森
林
の
多
面
的
機
能
」

と
い
い
ま
す
。特
に
地
球
温
暖
化

を
緩
和
す
る
機
能
は
、
脱
炭
素
社

会
を
目
指
す
現
代
に
お
い
て
、
森

林
が
持
つ
重
要
な
役
割
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
に
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン

シ
テ
ィ
宣
言
を
行
っ
た
福
津
市
で

も
、二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
、地
球

温
暖
化
を
緩
和
す
る
役
割
を
持
つ

森
林
へ
の
期
待
は
ま
す
ま
す
大
き

く
な
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の

暮
ら
し
を
支
え
る
森
林

未来に
つなぐ

森
づくり

問い合わせ
市農林水産課☎62･5063

　私たちが住んでいる日本は、
国土の約 70％が森や林に覆わ
れている森林大国です。近年、
森林が私たちにもたらすさまざ
まな恵みが注目されています
が、森林の整備が十分に行われ
ず、森林の持つ役割が効果的に
発揮されなくなっています。
　将来にわたって森林の恩恵が
得られるためにはどうしたらい
いのか、私たちと森林の未来に
ついて考えてみませんか。

森林の代表的な機能
温室効果ガス削減

日本の CO2 吸収量のうち、90％以上
は森林が吸収しています。また、幹や枝
には炭素をため込む役割もあります。

土砂崩れなどの災害を防ぐ
木の根は土を固定して土砂崩れを防ぐ
とともに、下草や落ち葉、枝などは流れ
出る土の量を抑えています。

雨水を地中に浸透させる
雨水が落ち葉を通して土中にゆっくり
浸透することで、川への急激な流出を緩
和するとともに、水を浄化しています。

二酸化炭素（CO2) 酸素

炭素
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日
本
の
４１
％
の
森
林
は

人
が
手
を
加
え
た「
人
工
林
」

「
高
齢
化
」に「
価
値
の
低
下
」

森
林
を
と
り
ま
く
課
題

私
有
林
の
管
理
を
自
治
体
に

森
林
環
境
税
の
課
税
が
始
ま
る

荒
廃
荒
廃

管
理
管
理

手入れが行き届き管理された森林
管理された森林は、間伐されていたり、落ち
葉や折れた木はまとめられ、遊歩道沿いにき
れいに並べられていたりします。また、新し
い苗木を間隔を空けて植え、育てています。

治
体
が
私
有
林
の
経
営
管
理
を
行

う
仕
組
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
今
年
度
か
ら
は

森
林
環
境
譲
与
税
の
財
源
と
な
る

「
森
林
環
境
税
」の
課
税
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
福
津
市
は
総
面
積
5
2
7
6
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
う
ち
、
森
林
面
積
は

1
4
9
2
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
総
面
積

の
28
％
を
占
め
て
い
ま
す
。そ
の
う

ち
、人
工
林
は
６
８
５
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
占
め
、全
体
の
46
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。福
津
市
で
は
林
業
が
行
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、間
伐
な
ど

の
手
入
れ
が
不
足
し
て
い
る
森
林

が
増
え
て
い
ま
す
。

　
人
工
林
の
管
理
が
不
足
し
て
し

ま
う
と
、
樹
木
が
過
密
化
し
て
林

内
が
暗
く
な
り
、
他
の
植
物
が
育

た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ

し
て
、
生
物
種
が
減
少
す
る
だ
け

で
な
く
、
下
草
や
落
ち
葉
の
層
が

貧
弱
に
な
る
こ
と
で
、
土
壌
が
失

わ
れ
、
水
源
か
ん
養
や
土
砂
災
害

防
止
な
ど
の
機
能
が
低
下
し
て

し
ま
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
竹
林
を
放
置
す
る
こ

と
で
森
林
内
に
竹
が
侵
入
し
て

増
殖
し
て
し
ま
う
「
竹
害
」
も
問

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。竹
は
繁
殖

力
が
強
く
、
成
長
も
早
い
た
め
、

太
陽
光
が
周
囲
の
雑
木
に
届
か

な
く
な
り
枯
ら
し
て
し
ま
い
ま

す
。竹
は
草
の
仲
間
で
樹
木
と
比

べ
て
根
を
深
く
張
ら
な
い
た
め
、

竹
が
増
え
る
と
森
林
の
保
水
力

が
低
下
し
た
り
、
根
の
浅
い
竹
の

地
下
茎
に
よ
っ
て
土
砂
災
害
防

止
機
能
が
低
下
し
た
り
し
て
し

ま
い
ま
す
。ま
た
、
竹
藪
が
広
が

る
こ
と
で
イ
ノ
シ
シ
な
ど
に
住

み
か
を
提
供
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
、
有
害
鳥
獣
の
被
害
を
呼

ぶ
原
因
と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
森
林
が
荒

廃
し
て
し
ま
う
と
、
森
林
が
持
つ

多
面
的
機
能
が
低
下
し
、
私
た
ち

の
暮
ら
し
に
も
悪
影
響
が
出
て

し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
森
林
に
は
「
天
然
林
」
と
「
人
工

林
」
が
あ
り
ま
す
。天
然
林
は
自
然

に
芽
生
え
た
樹
木
が
育
っ
て
で
き

た
森
林
で
、人
工
林
は
人
が
苗
木
を

植
え
、手
入
れ
を
し
て
作
ら
れ
た
森

林
の
こ
と
で
す
。日
本
の
森
林
は
も

と
も
と
、カ
シ
や
シ
イ
な
ど
の
広
葉

樹
の「
天
然
林
」が
多
か
っ
た
の
で

す
が
、戦
後
の
復
興
な
ど
で
木
材
の

需
要
が
急
増
し
た
結
果
、現
在
で
は

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
「
人
工
林
」

が
41
％
も
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
日
本
の
森
林
は
か
つ
て

な
い
ほ
ど
に
充
実
し
て
い
ま
す

が
、
林
業
従
事
者
の
高
齢
化
な
ど

で
、
森
林
の
管
理
が
適
切
に
行
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
全
国
的
な
課

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、戦
後

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
に
よ
っ
て
、

薪
や
炭
の
利
用
が
激
減
し
た
こ
と

な
ど
で
、
所
有
者
に
と
っ
て
森
林

の
価
値
が
低
下
し
て
し
ま
い
、
所

有
者
が
分
か
ら
な
い
森
林
が
増
え

て
い
る
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。所
有
者
が
不
明
な
森
林
は

全
国
で
約
28
％
に
上
り
ま
す
。

　
人
工
林
は「
植
え
て
、
育
て
て
、

伐
採
し
て
、ま
た
植
え
る
」と
い
う

サ
イ
ク
ル
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、

そ
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
で
き

ま
す
が
、
管
理
が
行
き
届
か
な
い

人
工
林
が
増
え
る
と
、
十
分
な
効

果
が
発
揮
で
き
ず
、
森
林
の
荒
廃

が
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
令
和
元
年
度

に
、
森
林
整
備
な
ど
の
新
た
な
財

源
と
し
て「
森
林
環
境
譲
与
税
」が

国
か
ら
市
町
村
に
譲
与
さ
れ
、
自

森林環境
譲与税

財源
地域の森林整備

自治体

令和元年度スタート

森林環境税
納税

令和6年度スタート

年間  1,000円/人

森林環境譲与税の
財源

福
津
市
の
現
状

福
津
の
総
面
積
の
28
％
は
森
林

手
入
れ
不
足
の
森
林
が
増
加

管
理
不
足
が
及
ぼ
す
影
響

森
林
の
機
能
が
低
下

管
理
不
足
が
招
く「
竹
害
」

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
も
悪
影
響

荒廃した森林
荒廃した森林は、樹木が密集していて林床が
暗くなったり、倒木などが多く管理がしにく
くなっていたり、表土が流失して土壌が露出
したりしています。

りんしょう

ま
き

や
ぶ
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神
興
地
域
郷
づ
く
り
推
進
協
議

会（
以
下
、神
興
郷
づ
く
り
）が
主
催

す
る「
竹
灯
ま
つ
り
」の
竹
灯
籠
に

は「
地
域
の
竹
」を
使
っ
て
い
ま
す
。

地
域
振
興
の
一
端
を
担
う「
竹
」で

す
が
、
神
興
郷
づ
く
り
の
富
松
享

一
会
長
と
山
下
敏
治
環
境
景
観
部

会
長
は
「
竹
林
を
駆
逐
し
て
し
ま

お
う
」と
い
う
思
い
か
ら
、
竹
林
の

整
備
を
始
め
た
と
話
し
ま
す
。

　
神
興
地
域
の
一
角
に
竹
林
が
生

い
茂
り
、
そ
こ
に
ガ
ス
ボ
ン
ベ
や

自
転
車
な
ど
が
不
法
投
棄
さ
れ
、

他
に
も
大
量
の
ご
み
が
捨
て
ら
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。ま
た
、他

の
場
所
で
は
通
学
路
が
竹
林
に
な

る
な
ど
、
竹
林
が
地
域
の
厄
介
者

と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
竹
林
を
な
ん
と
か
し
よ
う
と
郷

づ
く
り
が
立
ち
上
が
り
、
数
カ
月

か
け
て
通
学
路
は
き
れ
い
に
整
備

さ
れ
、
不
法
投
棄
さ
れ
た
場
所
に

は
、現
在
、桜
を
植
え
て
い
ま
す
。

　「
竹
は
、
伐
採
で
き
た
と
し
て
も

神興地域郷づくり推進協議会神興地域郷づくり推進協議会
山下 敏治 
Toshiharu Yamashita
山下 敏治 
Toshiharu Yamashita

富松 享一 
Kouichi Tomimatsu
富松 享一 

Kouichi Tomimatsu

森を守る人々　　Interview  vol.1森を守る人々　　Interview  vol.1

竹の「駆逐」から
竹の「活用」へ
竹の「駆逐」から
竹の「活用」へ

大
変
な
の
は

伐
採
後
の
竹

を
ど
う
す
る

か
」
と
話
す
山
下

さ
ん
。長
く
伸
び
た
竹

は
山
か
ら
運
び
出
す
だ
け
で

も
一
苦
労
で
す
。山
を
個
人
で
所
有

す
る
人
の
高
齢
化
な
ど
で
、管
理
さ

れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
、ど
う
し
て
も
人
手
や
労
力

が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、そ
の
整

備
を
神
興
郷
づ
く
り
が
依
頼
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
富
松
さ
ん
は「
川
や
山
、畑
、自
然

豊
か
な
景
色
は
私
た
ち
に
と
っ
て

財
産
。跡
継
ぎ
が
い
な
く
な
り
、
行

く
末
は
こ
の
情
景
も
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
は
」と
危
惧
し
ま
す
。

　　「
竹
林
を
駆
逐
す
る
だ
け
で
は

な
く
竹
を
活
用
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
神

興
郷
づ
く
り
。そ
こ
で「
竹
灯
ま
つ

り
」が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
20
年
以
上
が
経
過

し
、
公
有
地
か
ら
取
れ
る
竹
だ
け

で
は
竹
灯
籠
を
作
る
大
き
な
竹
が

足
り
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
、管
理
に

困
っ
て
い
る
私
有
地
の
竹
林
を
整

備
す
る
代
わ
り
に
竹
を
も
ら
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
竹
を
使
っ
て
、
毎
年
夏
に

竹
灯
籠
づ
く
り
の
講
習
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
は
工
作

を
す
る
だ
け
で
し
た
が
、
富
松
さ

ん
は「
今
後
は
竹
を
切
っ
て
、乾
燥

さ
せ
て
と
い
っ
た
流
れ
を
一
緒
に

や
っ
て
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う

こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

山
の
状
況
や
持
ち
主
が
高
齢
化
で

困
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
、
み
ん
な
で
整
備
し
て

い
く
こ
と
も
考
え

て
い
か
な
い
と
い

け
な
い
。そ
の
中

で
、
タ
ケ
ノ
コ
を

掘
っ
た
り
、子
ど
も

が
遊
べ
る
広
場
を

作
っ
た
り
、楽
し
み

な
が
ら
竹
林
整
備

が
で
き
れ
ば
」と
地

域
ぐ
る
み
で
景
観

を
守
っ
て
い
き
た

い
と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

ソ
　
　
　マ

さまざまな恵みを与えてくれる森林。しかし、 人々の「森離れ」が進み、森林の荒廃が進んで
います。市内には森林の本来の機能を取り戻 すために活動を行っている人たちがいます。

　
里
山
を
豊
か
な
自
然
環
境
に
再

生
す
る
「
自
然
環
境
再
生
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
が
宮
地
岳
で
行
わ
れ

て
い
ま
す
。専
門
家
・
実
践
家
と

共
に
手
を
動
か
し
な
が
ら
、
自
然

の
見
方
、自
然
再
生
の
手
法
を
、実

践
を
通
し
て
学
ぶ
「
山
結
び
」。こ

の
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
が
N
P

O
法
人
S
O
M
A
の
代
表
理
事
、

瀬
戸
昌
宣
さ
ん
で
す
。３
年
前
に

福
津
市
に
移
住
し
、
令
和
５
年
４

月
か
ら
、
こ
れ
ま
で
12
回
の
山
結

び
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。

　
山
結
び
を
始
め
る
前
、
家
族
と

宮
地
岳
に
登
っ
た
と
き
に
山
が
荒

廃
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
瀬

戸
さ
ん
。宮
地
岳
の
山
頂
で
は
、山

肌
が
露
出
し
て
土
が
固
く
な
り
、

斜
面
も
崩
れ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、

立
ち
枯
れ
し
た
木
、
中
が
空
洞
に

な
っ
て
い
る
木
が
あ
る
な
ど
、
か

な
り
荒
廃
が
進
ん
で
い
た
の
で

す
。「
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
」

と
危
機
感
を
抱
き
、
地
域
の
人
た

ち
と
共
に
山
を
守
ろ
う
と
山
結
び

を
始
め
ま
し
た
。

　
山
結
び
で
は
、
山
頂
周
辺
で
作

業
を
行
い
、
外
か
ら
資
材
を
持
ち

込
ま
ず
に
、
そ
の
場
に
あ
る
落
ち

葉
や
枝
、
石
な
ど
を
使
っ
て
作
業

を
し
て
い
き
ま
す
。

　
木
の
根
を
登
山
者
が
踏
ま
な
い

よ
う
に
石
畳
を
作
っ
た
り
、
降
っ

た
雨
が
一
気
に
流
れ
な
い
よ
う
に

斜
面
に
段
差
を
作
っ
た
り
す
る
な

ど
、
集
ま
っ
た
参
加
者
は
作
業
に

没
頭
。手
を
動
か
し
な
が
ら
解
説

を
聞
き
、
荒
廃
す
る
山
の
課
題
を

解
決
す
る
最
善
の
方
法
を
模
索
し

て
い
き
ま
す
。

　「
山
結
び
は
、そ
も
そ
も
自
然
環

境
の
自
治
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
根
っ
こ
に
あ
る
。例
え
ば
、

自
宅
の
裏
山
が
崩
れ
た
り
、
道
路

が
地
震
で
崩
壊
し
た
と
き
、
自
分

で
修
復
で
き
る
方
法
を
共
に
学

び
、
土
木
作
業
は
人
手
が
必
要
な

の
で
み
ん
な
で
行
う
。大
事
な
の

は
、一
緒
に
こ
の
場

所
を
作
っ
て
い
る

と
実
感
で
き
る
こ

と
と
、実
践
す
る
こ

と
。あ
の
山
を
作
っ

て
い
る
の
は
私
だ

と
い
う
人
が
福
津

に
千
人
い
た
ら
、

き
っ
と
福
津
の
山

の
環
境
は
良
く
な

る
」。百
年
後
に
よ

り
豊
か
な
山
を
子

ど
も
た
ち
に
残
す

こ
と
、
自
然
が「
あ

り
が
と
う
」と
言
っ

て
く
れ
る
よ
う
に

と
、
瀬
戸
さ
ん
は

今
日
も
人
と
山
の

縁
を
結
び
続
け

て
い
ま
す
。

森を守 る人々森を守 る人々

瀬戸 昌宣 Masanori Seto瀬戸 昌宣 Masanori Seto

NPO法人  SOMA NPO法人  SOMA 
森を守る人々　　Interview  vol.2森を守る人々　　Interview  vol.2

人と自然をつなぐ
「山結び」

人と自然をつなぐ
「山結び」

地
域
振
興
の一端
を
担
う「
竹
」

始
め
は
厄
介
者
だ
っ
た

高
齢
化
な
ど
で
放
置
さ
れ
る
竹
林

地
域
の
財
産
が
失
わ
れ
て
し
ま
う

竹
を
生
か
す「
竹
灯
ま
つ
り
」

楽
し
み
な
が
ら
竹
林
整
備
を

豊
か
な
自
然
環
境
の
再
生

「
山
結
び
」と
は

荒
廃
す
る
山
に
抱
く
危
機
感

地
域
の
人
た
ち
と
共
に
守
る

山
頂
周
辺
の
環
境
を
再
生

参
加
者
と
共
に
解
決
策
を
模
索

百
年
後
に
山
を
残
す
た
め
の

自
然
環
境
の
自
治

ち
く
と
う

た
け
と
う
ろ
う



　
福
津
市
で
は
2
0
1
7
年
に
、

第
2
次
福
津
市
環
境
基
本
計
画
を

策
定
し
、
共
働
に
よ
る
環
境
保
全

や
環
境
づ
く
り
に
つ
い
て
の
方
向

性
を
示
し
ま
し
た
。

　「
計
画
の
策
定
だ
け
で
は
福
津

の
環
境
保
全
は
進
ま
ず
、
行
政
や

市
民
が
実
践
に
つ
な
げ
て
い
く
こ

と
が
大
事
」。そ
う
考
え
た
の
は
、

計
画
づ
く
り
に
関
わ
っ
た
九
州
工

業
大
学
の
伊
東
啓
太
郎
教
授
。同

じ
く
計
画
作
り
に
関
わ
り
、
津
屋

崎
で
暮
ら
し
と
地
域
に
根
差
し
た

山
と
関
わ
っ
た
り
、
子
ど
も
が
遊

ん
だ
り
す
る
場
所
に
な
っ
て
い

る
。そ
う
や
っ
て
、人
が
手
を
加
え

る
こ
と
で
、
初
め
て
里
山
が
資
源

と
し
て
価
値
あ
る
も
の
に
代
わ

る
」と
、使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た

里
山
の
資
源
の
循
環
が
再
生
し
て

い
る
こ
と
と
、
そ
の
活
用
方
法
を

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
始
動
当

初
は
ポ
ス
タ
ー
を
作
っ
て
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
参
加
者
を
募
り
、

活
動
し
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、
参

加
者
は
ど
う
し
て
も「
客
」と
し
て

来
る
だ
け
で
終
わ
り
、
角
さ
ん
は

「
作
業
が
進
ん
で
い
る
感
じ
が
し
な

か
っ
た
」と
言
い
ま
す
。

　
ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン

バ
ー
は
林
業
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
験
的
に
シ
イ
タ
ケ
栽
培
を
始
め

た
と
き
は
、斧
と
の
こ
ぎ
り
で
木
を

伐
採
す
る
な
ど
、試
行
錯
誤
し
な
が

ら
一
歩
ず
つ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必

要
な
こ
と
は
何
か
考
え
、実
践
し
て

い
き
ま
し
た
。そ
の
後
、方
向
性
を

変
え
、
人
を
呼
び
込
む
の
で
は
な

く
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
技
術
や
安
全

管
理
の
仕
組
み
、
活
動
内
容
を
考

え
た
と
こ
ろ
、
安
定
し
た
活
動
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
各
自
が
無
理
の
な
い
範
囲
で
続

け
て
き
た
こ
の
活
動
は
も
う
す
ぐ

8
年
目
を
迎
え
ま
す
。長
谷
川
さ

ん
は
「
建
築
の
中
に
竹
や
マ
テ
バ

シ
イ
を
使
っ
た
り
、
農
業
で
竹
炭

を
使
っ
た
り
、
学
童
の
子
ど
も
た

ち
の
遊
び
場
に
し
た
り
、
メ
ン

バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
と
重
な
り

が
出
て
き
て
い
る
の
が
う
れ
し
い

し
、
里
山
の
良
い
活
用
の
仕
方
だ

と
思
う
」と
語
り
ま
す
。

　
再
生
に
は
50
年
、
百
年
と
か
か

る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
の

活
動
を
子
ど
も
た
ち
が
見
て
「
大

人
た
ち
が
面
白
そ
う
な
こ
と
を
し

て
い
る
か
ら
自
分
た
ち
も
」
と
続

い
て
ほ
し
い
。そ
ん
な
願
い
を
込

め
た
活
動
は
、
活
動
そ
の
も
の
が

集
い
の
場
を
作
り
、
次
世
代
を
育

ん
で
い
る
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
一
反
の
畑

を
借
り
、
そ
こ
に
竹
炭
な
ど
の
里

山
の
資
源
を
入
れ
る
こ
と
で
豊
か

な
土
壌
が
育
ま
れ
、
そ
の
栄
養
が

水
路
を
通
っ
て
津
屋
崎
干
潟
に
流

れ
て
い
く
。里
山
の
資
源
が
循
環

し
、
異
な
る
生
態
系
の
連
続
性
が

再
生
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
は
続
い
て

い
き
ま
す
。

不
動
産
業
を
生
業
と
す
る
古
橋
範

朗
さ
ん
、
伊
東
教
授
の
研
究
室
の

学
生
だ
っ
た
長
谷
川
逸
人
さ
ん
と

と
も
に
大
峰
山
の
森
づ
く
り
の
話

し
合
い
が
進
み
ま
し
た
。

　
大
峰
山
の
麓
、
渡
地
区
で
里
山

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、
計

画
や
調
査
で
分
か
っ
た
大
峰
山
の

現
状
や
課
題
を
共
有
す
る
な
ど
、

里
山
の
保
全
や
活
動
に
関
心
の
あ

る
人
が
集
い
、「
三
粒
の
種
」と
し

て
農
業
を
営
む
角
信
喜
さ
ん
、「
放

課
後
ク
ラ
ブ
三
粒
の
種
」
で
学
童

を
運
営
す
る
木
村
航
さ
ん
も
加

わ
っ
て
「
ふ
く
つ
渡
の
里
山
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
（
以
下
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
）」が
始
動
し
ま
し
た
。

　
大
峰
山
に
は
一
部
、
人
の
手
が

加
わ
っ
て
い
な
い
原
生
林
も
あ
り

ま
す
が
、
山
林
の
ほ
と
ん
ど
は
人

が
資
源
を
利
用
す
る
た
め
に
維

持・創
出
し
て
き
た
里
山
林
で
す
。

集
落
に
近
い
エ
リ
ア
で
は
、
山
の

中
腹
ま
で
段
々
畑
が
作
ら
れ
、
森

か
ら
薪
や
建
材
、
農
漁
業
の
資
材

な
ど
を
得
て
い
ま
し
た
。人
々
が

利
用
・
管
理
し
て
い
た
森
で
は
、

適
度
に
木
が
間
伐
さ
れ
て
林
内
に

十
分
な
光
が
入
り
、
多
様
な
植
物

が
生
育
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
今
で
は
そ
の
利
用
が

停
止
し
て
い
ま
す
。人
が
使
わ
な
く

な
っ
た
森
や
段
々
畑
で
は
、竹
や
常

緑
樹
ば
か
り
に
な
っ
て
森
の
中
が

暗
く
、限
ら
れ
た
植
物
し
か
生
育
で

き
ま
せ
ん
。健
全
な
里
山
林
を
再
生

す
る
に
は
適
度
に
手
を
加
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

大
峰
山
の
土
地
所
有
者
か
ら
土
地

を
借
り
、
毎
回
10
人
ほ
ど
の
参
加

者
と
、
増
え
す
ぎ
た
竹
や
マ
テ
バ

シ
イ
を
間
伐
し
、明
る
く
、林
床
の

植
物
が
生
え
る
よ
う
な
森
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。竹
林
で

は
、竹
の
本
数
を
減
ら
し
て
、タ
ケ

ノ
コ
栽
培
や
景
観
・
植
物
の
再
生

を
観
察
す
る
エ
リ
ア
や
、
竹
林
を

切
り
拓
い
て
広
場
に
し
て
い
る
エ

リ
ア
も
あ
り
ま
す
。森
の
中
に
光

が
入
る
空
間
を
つ
く
る
こ
と
で
、

本
来
そ
こ
に
生
え
て
い
た
木
や
草

を
再
生
さ
せ
、
多
様
な
植
物
や
生

き
物
が
生
息
で
き
る
環
境
づ
く
り

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
共
同
代
表
を

務
め
る
角
さ
ん
と
長
谷
川
さ
ん
は

「
竹
炭
は
山
や
畑
の
土
壌
改
善
に

使
い
、マ
テ
バ
シ
イ
を
原
木
に
、シ

イ
タ
ケ
を
栽
培
す
る
。薪
は
活
動

を
理
解
し
て
く
れ
る
地
域
の
人
に

販
売
し
、
残
っ
た
灰
も
回
収
し
て

畑
に
ま
い
て
活
用
し
て
い
る
。こ

れ
ら
の
取
り
組
み
の
中
で
、
人
が

②

③

①

④⑤

⑦

⑥

①楽しく作業をしていると話すプロジェクトメンバー。左から古橋さん、角さん、長谷川さん、木村さん②薪の
積み込み作業③かつて地域の人たちがつくった水路。今では石だけが残っていると話す長谷川さん④竹林で
遊ぶ子どもたち⑤今後の展望を語る角さん⑥きれいに積み重ね乾燥中の薪⑦マテバシイに生えたシイタケ

森を守る人々　　　Interview　vol.3森を守る人々　　　Interview　vol.3

ふくつ渡の里山プロジェクトふくつ渡の里山プロジェクト

地域の里山で
資源の

循環と活用を

地域の里山で
資源の

循環と活用を

ま
き

ひ
ら

お
の

大
学
と
市
民
か
ら
始
ま
っ
た

里
山
保
全
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

資
源
循
環
を
生
み
出
す

竹
林
の
管
理
と
活
用

必
要
だ
っ
た
組
織
づ
く
り
と

技
術
習
得

次
世
代
に
つ
な
が
る

資
源
循
環
の
再
生
を

広報ふくつ9



次世代に
つなぎたい
次世代に
つなぎたい
山と海の
つながり
山と海の
つながり

　長い年月をかけて育まれた緑豊かな森林は私た
ちの暮らしを支えるかけがえのない存在です。こ
れからも森林を守り続けるためには、実際に森に
入り森林整備の活動に取り組む人に協力するだけ
ではなく、さまざまな取り組みを行っていくこと
が必要です。
　このような状況の中、森林の多面的機能が後世
にわたって発揮できるよう、国が創設した制度が
「森林環境税」です。これは地球温暖化や災害の防
止などを図るために、森林整備に必要な財源を国
民一人一人が等しく負担して森林を支えるという
観点から課税されることが決まりました。令和６
年度から個人住民税均等割と併せて、国税として
年額千円を市町村が徴収することとなります。
　また、国に一度集められた森林環境税をもとに、
市区町村と都道府県に再配分するものが「森林環
境譲与税」です。国として大きな課題である森林整
備を促進するために、森林環境税の課税に先行し
て、令和元年度から前倒しで各自治体に譲与され
活用されています。市でも森林環境譲与税を活用
して、間伐などの森林整備の実施などを行ってい
きます。また、関係機関や団体のかたがたとも連携
を図り、森林づくりを進めていきます。

　今回の特集で森林や樹
木について興味・関心を
持ち、未来に向けた森づ
くりのために一人一人
が「自分たちに何がで
きるか」を考え、所有し
ている森林の活用方法

などを家族や友人
と話し合うきっ
かけになれば
幸いです。

未来に向けた
森づくりのために
未来に向けた
森づくりのために

◀市農林水産課
　城野努課長

福
津
市
の
自
然
環
境
の
現
状

つ
な
が
り
合
っ
て
い
る

山
と
海
の
環
境

地
域
本
来
の
森
林
の
姿
を

再
生
す
る
た
め
に

20
年
後
も
森
や
海
の
恵
み
を

い
た
だ
け
る
よ
う
に

伊東 啓太郎  Keitaro Ito伊東 啓太郎  Keitaro Ito
国立大学法人九州工業大学 大学院 教授
日本景観生態学会会長
国立大学法人九州工業大学 大学院 教授
日本景観生態学会会長

森を守る人々　　　Interview　vol.4森を守る人々　　　Interview　vol.4

市内では、森を守るためにさまざまな
取り組みが行われています。私たちの
暮らしを支える森林の役割が、将来に
わたり健やかに発揮されるためにでき
ることは何か、森林学、景観生態学の専
門家で市の第２次環境基本計画に携
わった伊東啓太郎さんに聞きました。

　
福
津
市
に
は
、里
山
や
干
潟
、海

岸
の
松
林
な
ど
、
素
晴
ら
し
い
自

然
の
姿
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。松

林
や
上
西
郷
川
な
ど
、
地
域
の

人
々
の
長
年
の
取
り
組
み
で
自
然

の
姿
が
再
生
さ
れ
、
景
観
が
保
た

れ
て
い
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。そ

の
一
方
で
、
放
置
さ
れ
た
森
林
に

竹
が
侵
入
し
て
劣
化
が
進
ん
で
い

る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
残
念
な
が
ら

健
全
な
自
然
の
姿
で
は
な
く
な
っ

て
い
る
場
所
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
福
津
市
の
森
の
多
く
は
、
人
々

が
炭
や
薪
を
得
る
た
め
に
管
理
さ

れ
て
き
ま
し
た
。人
が
山
に
入
っ

て
利
用
・
管
理
す
る
こ
と
で
山
の

機
能
が
保
全
さ
れ
、
人
々
の
暮
ら

し
と
つ
な
が
っ
て
い
た
た
め
、
山

は
昔
、
子
ど
も
た
ち
が
家
の
手
伝

い
を
し
た
り
、
遊
ん
だ
り
す
る
環

境
で
も
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、燃

料
が
薪
か
ら
石
炭
に
、
そ
の
後
電

気
や
ガ
ス
に
代
わ
り
、
農
漁
業
具

な
ど
で
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
が

増
え
た
こ
と
な
ど
で
、
森
林
の
資

源
を
利
用
す
る
こ
と
が
大
き
く
減

少
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
今
、福
津
の
里
山
の
多
く
は
、人

が
使
わ
な
く
な
り
放
置
さ
れ
た
た

め
、
と
て
も
暗
い
森
に
な
っ
て
い

ま
す
。さ
ら
に
竹
林
の
拡
大
で
他

の
植
物
が
健
全
に
育
つ
こ
と
が
で

き
ず
、
土
壌
環
境
も
荒
廃
し
て
き

て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
森
で
は
、

再
び
適
切
な
管
理
や
利
用
に
つ
い

て
将
来
の
方
針
を
決
め
て
取
り
組

ん
で
行
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
山
と
海
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
つ

な
が
り
が
あ
り
ま
す
。津
屋
崎
干
潟

に
隣
接
す
る
森
に
生
息
す
る
ア
カ

テ
ガ
ニ
は
、産
卵
の
と
き
に
海
に
移

動
す
る
た
め
、干
潟
周
辺
の
路
上
で

多
く
の
死
骸
を
見
掛
け
ま
す
。

　
ま
た
、福
津
の
森
林
環
境
は
、海

や
干
潟
へ
の
栄
養
供
給
と
い
う
点

で
も
、
と
て
も
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、森
と
干

潟
が
道
路
な
ど
で
分
断
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
、
山
か
ら
の
土
砂
や
栄

養
が
届
き
に
く
く
な
り
ま
す
。こ

れ
ら
の
こ
と
は
、
干
潟
の
ア
サ
リ

や
カ
キ
の
成
長・繁
殖
へ
の
影
響
、

藻
場
が
減
少
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

来
に
向
け
た
森
づ
く
り
に
は
、良
い

森
づ
く
り
を
続
け
た
い
と
い
う
思

い
と
、知
識
や
技
術
が
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。地
域
本
来
の
自
然
の
姿

と
人
々
の
暮
ら
し
に
合
わ
せ
な
が

ら
、森
の
手
入
れ
を
行
っ
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

　
例
え
ば
、
福
津
市
第
2
次
環
境

基
本
計
画
の
実
践
を
し
て
い
る

「
ふ
く
つ
渡
の
里
山
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」で
は
、か
つ
て
燃
料
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
マ
テ
バ
シ
イ
を
活
用

し
、
シ
イ
タ
ケ
づ
く
り
に
活
用
す

る
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
。そ
の

後
、
シ
イ
タ
ケ
栽
培
用
の
木
の
間

伐
で
森
が
明
る
く
な
り
、
お
い
し

い
シ
イ
タ
ケ
が
食
べ
ら
れ
る
と
い

う
森
林
の
資
源
を
恵
み
と
し
て
受

け
取
り
な
が
ら
管
理
す
る
仕
組
み

が
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
人
々
は
、

森
に
入
っ
て
自
然
の
恵
み
を
受
け

取
り
、森
が
荒
廃
し
な
い
よ
う
管
理

し
て
い
ま
す
。ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、

こ
の
よ
う
な
自
然
の
恵
み
を
受
け

取
る
仕
組
み
を「
万
人
権
」と
呼
ん

で
い
て
、重
要
な
法
律
と
し
て
自
然

保
護
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
福
津
市
で
も
、
明
る
い
森
林
を

再
生
す
る
こ
と
で
人
々
が
森
に
入

り
や
す
く
な
り
、本
来
そ
の
土
地
に

生
育
し
て
い
る
植
物
が
生
育
し
、土

壌
環
境
も
保
た
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。そ
の
際
、
環
境
の
変
化
を
見

な
が
ら
、森
を
育
て
て
い
く
こ
と
が

大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。こ
の
よ
う

に
、森
を
賢
く
使
い
な
が
ら
守
り
育

て
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
津
屋
崎
の
知
り
合
い
の
か
た
に

子
ど
も
の
頃
の
話
を
聞
く
と
「
山

で
ミ
ソ
ッ
チ
ョ
を
よ
く
食
べ
と
っ

た
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。ミ

ソ
ッ
チ
ョ
と
は
、
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ

と
い
う
木
の
果
実
の
こ
と
で
、
こ

の
話
か
ら
も
昔
の
福
津
の
森
の
姿

と
子
ど
も
た
ち
の
良
い
関
係
を
伺

い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。子
ど

も
た
ち
が
山
に
入
っ
て「
楽
し
い
」

と
思
え
る
よ
う
な
場
所
に
し
て
い

く
こ
と
で
福
津
の
森
づ
く
り
は
さ

ら
に
良
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
子
ど
も
た
ち
が
山
に
入
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
経
験
を
し
て
、
数
十
年

後
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
、
こ
の

地
域
の
良
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う

に
、
こ
れ
か
ら
地
域
で
育
っ
て
い

く
子
ど
も
た
ち
が
、
継
続
し
て
福

津
の
山
や
海
の
幸
を
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
、
森
や
海
の
環
境
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。福
津
の
山
や

森
は
本
来
ど
ん
な
森
な
の
か
、
本

来
の
自
然
の
姿
に
つ
い
て
調
べ
、

楽
し
み
な
が
ら
で
き
る
森
づ
く
り

を
進
め
て
ゆ
く
。か
つ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
や
森
で
当
た
り
前
に

あ
っ
た
暮
ら
し
と
の
つ
な
が
り
。

は
じ
め
は
小
さ
く
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
で
実
践
し
て
い
く
こ
と

で
、
次
第
に
大
き
く
福
津
全
体
の

環
境
づ
く
り
に
つ
な
が
っ
て
い
く

の
だ
と
思
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。津
屋
崎

干
潟
の
環
境
が
劣
化

し
、
餌
が
な
く
な
っ

て
し
ま
う
と
絶
滅

危
惧
種
の
ク
ロ
ツ
ラ

ヘ
ラ
サ
ギ
な
ど
が
来

な
く
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。海
や
干
潟

を
再
生
す
る
に
は
、
森
林

の
管
理
や
保
全
と
と
も
に
地
域
の

生
態
系
を
一
体
と
し
て
考
え
て
い

く
こ
と
が
と
て
も
重
要
で
す
。

　
本
来
の
地
域
の
里
山
や
海
岸
の

森
な
ど
を
守
っ
て
い
く
と
き
に
、20

年
や
50
年
、さ
ら
に
先
を
見
据
え
て

考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。未

ま
き


