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令和４年５月号 

“木育
もくいく

”の視点を持って「森と共に生きるまち“しそう”」が誇る“みどり”の魅力を発信し、森や木

に関心をもってもらうことを目的としています。発行にあたっては、「兵庫県立森林大学校」の学生が

執筆し、学校での学びを生かして人と木や森林との関わりを伝えてもらいます。 
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私
は
、
兵
庫
県
立
森
林
大
学
校
で
林
業
に
つ
い
て
学
ぶ

た
め
に
、
令
和
３
年
４
月
に
岡
山
県
真
庭
市
か
ら
宍
粟
市

に
来
ま
し
た
。
真
庭
市
は
昔
か
ら
林
業
が
盛
ん
な
地
域
で
、

林
業
分
野
へ
の
就
職
を
考
え
、
林
業
が
学
べ
る
学
校
と
し

て
森
林
大
学
校
を
選
び
ま
し
た
。 

 

今
回
は
森
林
大
学
校
で
の
授
業
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

●
最
初
の
授
業
は
林
業
の
歴
史 

 

入
学
後
、
す
ぐ
に
本
格
的
な
林
業
の
専
門
科
目
の
授
業

が
始
ま
り
ま
す
。
私
が
最
初
に
学
ん
だ
日
本
の
林
業
の
歴

史
や
現
状
で
は
、
明
治
初
期
の
日
本
は
、
多
く
の
山
が
は
げ

山
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
近
代
化
に
よ
る

木
材
利
用
の
拡
大
や
生
活
の
燃
料
と
し
て
使
う
た
め
に
木

が
多
く
伐
採

ば
っ
さ
い

さ
れ
、
植
林
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ

た
た
め
、
樹
木
の
生
え
て
い
な
い
山
が
増
え
た
よ
う
で
す
。

そ
の
結
果
、
当
時
は
土
砂

ど

し

ゃ

崩く
ず

れ
や
水
害
が
多
発
し
て
い
ま

し
た
。
戦
後
は
、
復
興
の
た
め
木
材
が
不
足
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
が
多
く
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
山
は
緑 

「みどりじまん新聞」は 

宍
粟
市
で
林
業
を
学
ぶ 研

究
者 

黒
田 

侑
希 

を
取
り
戻
し
ま
し
た
が
、
管
理
が
行
き
届
か
ず
に
荒
廃

こ
う
は
い

し
、

森
林
と
し
て
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
山
も
あ
り
ま
す
。 

 

木
は
、
伐き

り
す
ぎ
て
も
、
風
や
雪
に
対
し
て
弱
く
な
る

の
で
、
き
ち
ん
と
人
が
手
入
れ
す
る
こ
と
が
健
全
な
山
の

管
理
に
繋つ

な

が
り
ま
す
。
私
は
こ
の
授
業
か
ら
、
林
業
に
は

人
々
を
守
る
重
要
な
役
割
が
あ
る
と
知
り
、
林
業
を
よ
り

一
層
勉
強
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

●
多
様
な
実
習
授
業 

入
学
後
に
は
専
門
科
目
の
授
業
に
加
え
、
実
習
の
授
業

も
す
ぐ
に
始
ま
り
ま
す
。
樹
木
学
実
習
で
は
、
県
立
国
見

の
森
公
園
な
ど
で
樹
木
の
枝
や
葉
を
採
取
し
、
植
物
標
本

を
作
成
し
ま
し
た
【
写
真
１
】。
植
物
標
本
は
、
採
取
し
た

植
物
を
新
聞
紙
等
に
挟
み
、
押
し
つ
ぶ
し
た
状
態
で
乾
燥

か
ん
そ
う

さ
せ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
使
っ
て
名
前
や
形
な
ど
植
物
の 

【写真１】樹木学実習 
     植物標本づくり 

  

バックナンバーは 

こちら 

私
は
調
査
し
た
巨
木

き
ょ
ぼ
く

の
堂
々
と

し
た
佇

た
た
ず

ま
い
に
感
動
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、林
業
機
械
の
実
習
で
最

初
に
し
た
の
は
、
下
刈

し

た

が

り
作
業
で

す
【
写
真
２
】。 

 
 

  

2019年 3月 23日-24日 
初の「木育キャラバン」 

木のおもちゃが大集合 
 

木育 過去ニュース 

特
徴

と
く
ち
ょ
う

を
覚
え
て
い
き
ま
す
。 

 

ま
た
、
市
内
に
あ
る
高
樹

こ
う
じ
ゅ

齢れ
い

の
木
や
神
社
等
に
祀ま

つ

ら
れ

る
御
神
木

ご
し
ん
ぼ
く

を
見
て
回
る
授
業

で
は
、
樹
種
や
直
径
な
ど
木

の
特
徴

と
く
ち
ょ
う

を
直
接
調
べ
ま
す
。 

下し
た

刈が

り
と
は
、植
え
た
木
の
苗な

え

が
健す

こ

や
か
に
育
つ
よ
う
に
、
周
り

の
雑
草
な
ど
を
刈か

り
取と

る
作
業

の
こ
と
で
す
。
木
の
苗な

え

は
周
り
の

雑
草
な
ど
が
大
き
く
な
る
と
日

光
が
当
た
ら
な
く
な
り
、
生
育
が

悪
く
な
っ
た
り
枯か

れ
た
り
し
て
し

ま
う
た
め
、
植
林
後
の
数
年
間
は

下し
た

刈が

り
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
先
輩

せ
ん
ぱ
い

た
ち
が
下し

た

刈が

り
し
て
き

た
場
所
を
、
私
た
ち
が
引ひ

き
継つ

い

で
下し

た

刈が

り
な
ど
の
管
理
を
し
て
い

ま
す
。 

【写真２】林業機械実習 
     河原山国有林 下刈り 
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学校 HP 

 

木育は、「持続可能な開発目標SDGs
ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞ

」の実現につながる取組みです 

森林経営や森林林業に関わる 

人材を幅広く育成する学校 

【学校見学 随時受付中】 

続
い
て
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー

実
習
で
、
木
を
伐き

り
倒
す
（
伐ば

っ

倒と
う

）方
法
を
学
び
ま
す
【
図
１
】。

伐
倒

ば
っ
と
う

の
動
作
を
ス
ム
ー
ズ
か
つ

正
確
に
こ
な
せ
る
よ
う
に
、
山

に
入
る
前
に
校
庭
で
何
度
も
練

習
を
し
、
実
際
に
山
林
内
で
の

実
習
を
行
い
ま
す
【
写
真
３
】。 

実
習
を
行
う
峰
山

み
ね
や
ま

演
習
林
内

は
、「
黒く

ろ

ボ
ク
土ど

」
と
呼
ば
れ
る

土
壌

ど
じ
ょ
う

で
、
雨
上
が
り
は
足
が
取

ら
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。ま
た
、

地
面
の
傾
斜

け
い
し
ゃ

や
周
り
の
木
、

伐
倒

ば
っ
と
う

す
る
木
の
重
量
が
の
し
か

か
る
ポ
イ
ン
ト
な
ど
様
々
な
条

件
の
中
で
伐
倒

ば
っ
と
う

す
る
た
め
、
私

は
一
本
一
本
緊
張

き
ん
ち
ょ
う

し
な
が
ら

伐き

っ
て
い
ま
し
た
。
木
が
大
き

な
音
を
立
て
て
倒
れ
る
様
は
圧

巻
。
こ
の
実
習
で
伐き

ら
れ
た
木

は
、
集
材
・
運
搬

う
ん
ぱ
ん

の
実
習
に
使

わ
れ
ま
す
。 

伐
倒

ば
っ
と
う

し
た
木
を
一
箇
所
に
集 

 

【写真３】 チェーンソー実習 【図１】伐倒手順(受け口、追い口、ツルの作り方) 

●
学
外
学
習
で
の
学
び 

「
林
業
で
捨
て
る
も
の
は
な
い
」 

学
外
学
習
で
は
、
協
同
組
合
兵
庫
木
材
セ
ン
タ
ー

へ
見
学
に
行
き
、木
材
加
工
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。 

山
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
丸
太
は
、
機
械
で
住
宅
の

材
料
と
な
る
角
材
な
ど
に
加
工
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の

と
き
に
発
生
す
る
樹
の
皮
や
木
く
ず
・
余
分
な
切
れ

端は
し

（
端
材

は

ざ

い

）
は
、
木
材
を
乾
燥

か
ん
そ
う

さ
せ
る
際
の
燃
料
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
木
を
有
効
活
用
で
き
る

だ
け
で
な
く
、
石
油
・
石
炭
な
ど
化
石
燃
料
の
使
用

量
が
減
る
こ
と
で
、
環
境

か
ん
き
ょ
う

へ
の
影
響

え
い
き
ょ
う

を
軽
減
す
る

こ
と
に
も
繋つ

な

が
り
ま
す
。
ま
た
、
端
材

は

ざ

い

は
細
か
く
砕く

だ

か
れ
、
紙
の
材
料
の
パ
ル
プ
に
も
な
り
ま
す
。 

●
私
が
め
ざ
す
「
こ
れ
か
ら
の
林
業
」 

 

私
は
入
学
以
来
、
木
や
木
材
に
関
す
る
こ

と
を
学
び
、林
業
が
森
林
の
持
つ
機
能
を
守

る
こ
と
に
繋つ

な

が
っ
て
い
る
こ
と
や
、豊
か
な

森
林
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
生
活
が
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
ま
た
、
林

業
の
現
場
で
働
く
人
の
話
を
聞
く
こ
と
で
、

戦
後
よ
り
人
々
が
苦
労
し
て
植
林
し
、木
を

育
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。 

 

最
近
で
は
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

（
左
図
参
照
）
の
考
え
か
ら
、
木
材
を
生
産

す
る
際
に
出
る
端
材

は

ざ

い

な
ど
を
で
き
る
だ
け
無

駄
に
せ
ず
に
利
用
す
る
循
環
型

じ
ゅ
ん
か
ん
が
た

の
林
業
の

達
成
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

私
は
、木
の
加
工
か
ら
森
林
の
経
営
ま
で

幅
広

は
ば
ひ
ろ

く
学
び
、大
切
な
資
源
で
あ
る
木
を
生

産
す
る
た
め
の
森
林
を
保
全
し
、次
世
代
に

引ひ

き
継つ

い
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

運
ぶ
フ
ォ
ワ
ー
ダ
と
呼
ば
れ
る
機
械
を
操
作
し
て
行

い
ま
す
【
写
真
５
】。
こ
こ
で
運
ん
だ
丸
太
は
、
森
林

大
学
校
の
林
業
機
械
の
練
習
用
と
し
て
使
わ
れ
た

り
、
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
の
燃
料
用
チ
ッ
プ
と
し
て

利
用
さ
れ
た
り
し
ま
す
。 【写真４】グラップル 

【写真５】フォワーダ 

め
る
集
材
は
、大
き
な
ツ
メ
で
物
を
掴つ

か

む
グ
ラ
ッ
プ
ル
と
呼

ば
れ
る
機
械
を
操
作
し
て
行
い
ま
す
【
写
真
４
】。
そ
の
運う

ん

搬ぱ
ん

は
、集
め
た
木
材
を
荷
台
に
積
ん
で
山
林
内
の
作
業
道
を 

     

 “カーボンニュートラル”とは？ 

地球温暖化の主な原因とされる
二酸化炭素（CO2）などの排出量
と吸収量を同じにする取組。 
日本をはじめ世界120ヶ国以上
が 2050 年までに達成すること
をめざしています。 

① 受け口をつくる 
木が倒れる方向を決め、その方向に斜めに 

切込み（受け口）をつくる 

② 追い口をつくる 
受け口の反対側から水平に切込み（追い口） 

をつくる 

③ ツルを残す 
木は倒れ始めるが、一定の幅（ツル）を残す 
このツルが支点となって木が倒れていく 

伐倒方向 

受け口 

45°  60 ° 

Do  

 

～ 

Do  

 

受け口の深さ 

Do  

 

直径の 1/5～1/3 

Do  

 

追い口 

直径の 1/10 

 

追い口の高さ 

Do  

 
ツル 

直径の 1/10 

Do  

 

ツルの幅 

Do  

 

受け口の角度 

Do  

 

※受け口底面と追い口の水平が難しい 

Do  

 


