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八
峰
町
八
森
に
は
２
つ
の「
二
ツ
森
」が

あ
る
と
い
う
。
一
つ
は
世
界
自
然
遺
産
に

登
録
さ
れ
た
白
神
山
地
を
見
渡
せ
る「
二

ツ
森
」、そ
し
て
も
う
一
つ
は
ハ
タ
ハ
タ
の

漁
場
で
あ
る
海
の「
二
ツ
森
」だ
。
白
神
山

地
か
ら
流
れ
出
す
真
瀬
川
や
泊
川
な
ど
大

小
の
河
川
は
見
事
な
渓
谷
美
を
創
り
だ
し
、

白
神
の
豊
富
な
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
み
な
が
ら

海
へ
と
流
れ
出
る
。
こ
の
栄
養
分
豊
か
な

海
が
好
漁
場
と
な
り
、
古
く
か
ら
漁
業
の

町
と
し
て
栄
え
る
。
秋
田
名
物
を
歌
い
込

ん
だ
民
謡「
秋
田
音
頭
」
の
出
初
め
が〝
秋

田
名
物
八
森
ハ
タ
ハ
タ
…
〟と
歌
わ
れ
た

く
ら
い
で
、
今
で
も
師
走
に
は
季
節
ハ
タ

ハ
タ
漁
で
浜
辺
は
活
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
こ
の
地
に
誕
生
し
活
動
を
続

け
て
い
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
白
神
ネ

イ
チ
ャ
ー
協
会
に
つ
い
て
、
３
代
目
と
な

る
現
会
長
の
辻
正
英
さ
ん
と
事
務
局
を
担

当
し
て
い
る
大
高
文
恵
さ
ん
か
ら
お
話
を

伺
い
、
そ
の
活
動
状
況
を
紹
介
す
る
こ
と

と
し
た
。

日
本
海
中
部
沖
地
震
と
海
の
変
化

　

現
会
長
の
辻
正
英
さ
ん
は
、
磯
浜
に
面

し
た
滝
ノ
間
に
住
む
。
役
場
の
職
員
と
し

て
地
域
の
振
興
発
展
に
長
年
取
り
組
み
、

２
０
１
３
年
に
退
職
す
る
と
同
時
に
会
員

に
押
さ
れ
て
会
長
と
な
っ
た
。

　

子
ど
も
の
頃
か
ら
家
の
近
く
の
海
に

潜
っ
て
は
、
岩
に
へ
ば
り
つ
い
た
貝
を

捕
っ
た
り
魚
を
釣
っ
た
り
し
て
い
た
と
い

う
。
海
に
沈
む
岩
に
は
た
く
さ
ん
の
海
藻

が
生
え
、
そ
の
状
況
を
記
憶
し
て
今
ど
こ

に
い
る
の
か
判
断
し
な
が
ら
潜
っ
て
い
た

そ
う
だ
。

　

し
か
し
、
１
９
８
３
年
５
月
26
日
正
午

前
に
発
生
し
た
日
本
海
中
部
沖
地
震
は
、

４
ｍ
以
上
も
あ
る
津
波
を
八
森
の
海
岸
へ

押
し
寄
せ
、
釣
り
人
や
町
の
人
の
尊
い
命

を
奪
っ
た
。　

  

そ
の
後
、
辻
さ
ん
が
海
に
潜
っ
た
と
こ

ろ
海
藻
は
引
き
ち
ぎ
れ
、
丸
裸
同
然
の
岩

が
見
え
る
だ
け
で
海
中
の
様
子
は
全
く
変

わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
藻
場
が
消
滅
し

て
し
ま
っ
た
海
で
は
当
然
漁
獲
量
が
激
減

し
、
改
め
て
藻
場
の
大
切
さ
を
認
識
し
た

と
い
う
。

白
神
ネ
イ
チ
ャ
ー
協
会
発
足

　

白
神
山
地
が
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
の
は
１
９
９
３
年
５
月
の
こ
と
だ
。

人
為
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い

世
界
最
大
級
の
原
生
的
な
ブ
ナ
林
が
分
布

し
、
こ
の
中
に
多
種
多
様
な
動
植
物
が
生

息
・
自
生
す
る
な
ど
貴
重
な
生
態
系
が
保

た
れ
て
お
り
、そ
の
価
値
は
、地
球
的
に
見

て
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

  

八
森
町
で
は
、
こ
れ
を
機
会
に「
白
神
山

地
」の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
と
し
、そ
の

手
段
と
し
て
白
神
の
森
を
ガ
イ
ド
す
る
人

材
を
育
成
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
て

誕
生
し
た
の
が「
ぶ
な
っ
こ
自
然
環
境
指

導
員
」
で
、
１
９
９
４
年
３
月
に
22
名
が

登
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
が
あ
り
、
指
導
者
も
そ

ろ
っ
た
。
白
神
の
春
夏
秋
冬
を
楽
し
ん
で

も
ら
お
う
と「
白
神
探
検
隊
」を
企
画
す
る

と
、
首
都
圏
を
中
心
に
20
名
の
参
加
が
あ

り
、
２
年
間
実
施
し
た
。
こ
う
い
っ
た
ガ

イ
ド
活
動
を
通
じ
て
、
改
め
て
町
の
自
然

環
境
を
見
つ
め
て
み
る
と
、
海
辺
で
は
海

藻
類
が
極
端
に
少
な
く
、
磯
焼
け
に
近
い

状
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
山
に
目
を
向
け

る
と
人
工
林
は
手
入
れ
が
さ
れ
て
い
な
い
。

森
が
荒
れ
る
と
栄
養
分
に
富
ん
だ
水
が
流

れ
て
来
な
い
の
で
は
と
の
危
惧
を
抱
い
た

の
で
あ
る
。

　

「
山
と
川
と
海
の
結
び
つ
き
を
考
え
、そ

の
連
鎖
を
取
り
戻
そ
う
、さ
ら
に
、白
神
山

白
神
・
山
の
森
・
海
の
森
・

二
ツ
森
づ
く
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

白
神
ネ
イ
チ
ャ
ー
協
会辻さんと大高さん

森
に
集
う
仲
間
た
ち

特集
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会
員
が
一
緒
に
作
業
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
若
手
会
員
に
は
技
術
を
会
得
し
て
も

ら
い
た
い
。
ベ
テ
ラ
ン
会
員
に
も
、『
若

い
者
に
負
け
て
た
ま
る
か
！
』
と
発
憤
し

て
く
れ
れ
ば
、
会
の
活
動
も
活
気
づ
く
で

し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
作
業
に
ノ
ー
タ
ッ
チ

だ
っ
た
会
員
の
方
々
も『
自
分
も
や
っ
て

み
よ
う
か
な
？
』、『
何
か
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
』と
思
っ
て
も
ら
え
る
雰
囲
気
づ

く
り
も
し
た
い
の
で
す
。」と
語
る
。

　

辻
会
長
は
語
る
。「
白
神
の
森
を
訪
れ
る

全
国
・
全
世
界
の
人
々
に
、白
神
の
魅
力
を

堪
能
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
そ
こ
に
暮

ら
し
、
白
神
を
守
る
活
動
し
て
い
る
我
々

を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ガ
イ
ド
に
も
我
が
会
員
が
多
数
登
録
し
て

い
ま
す
。
訪
問
者
と
接
す
る
機
会
の
多
い

ガ
イ
ド
の
皆
さ
ん
に
、
白
神
の
自
然
の
魅

力
と
併
せ
て
我
々
会
活
動
の
こ
と
も
伝
え

て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
白
神
の
森
を
造
る
仲
間
の
輪

を
お
お
き
く
し
て
地
域
を
守
っ
て
い
き
た

い
の
で
す
。」

　

か
つ
て
漁
業
を
営
む
人
々
は
、
漁
の
な

い
時
期
に
は
漁
具
の
手
入
れ
や
森
の
手
入

れ
を
行
い
、
木
を
売
っ
た
収
入
が
家
計
の

一
助
と
な
っ
て
い
た
。
伐
採
し
た
ら
次
の

世
代
の
た
め
植
林
し
、
森
の
保
全
に
努
め

て
き
た
。
こ
の
行
為
が
、
森
と
海
を
つ
な

ぐ
水
の
循
環
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

ト
を
実
施
し
、
年
間
１
０
０
名
を
超
え
る

人
々
が
集
ま
る
。

　

ま
た
、
植
樹
の
ブ
ナ
の
苗
木
を
養
成
す

る
場
所
で
も
あ
る
。
ブ
ナ
の
実
か
ら
発
芽

さ
せ
、
ポ
ッ
ト
に
植
え
替
え
、
３
〜
５
年

に
な
っ
て
か
ら
白
神
の
森
へ
帰
し
て
や
る
。

苗
木
の
管
理
や
植
栽
地
の
刈
り
払
い
は
、

会
員
の
有
志
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、一
年
一
年

た
く
ま
し
く
な
っ
て
い
く
の
が
わ
か
る
。

　

会
で
は
こ
の
外
に
、
白
神
八
峰
商
工
会

が
主
催
す
る「
ア
ワ
ビ
の
里
づ
く
り
植
樹
」、

「
秋
銀
の
森
植
樹
」、「
八
森
中
学
校
の
植
樹

活
動
」に
会
員
が
植
樹
指
導
を
し
て
い
る

ほ
か
、「
ぶ
な
っ
こ
自
然
環
境
指
導
員
」を

改
称
し
た「
八
峰
町
白
神
ガ
イ
ド
の
会
」の

事
務
局
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ブ
ナ
を
中
心
と
し
た
広
葉
樹
天
然
林
が
広

が
る「
留
山
」や
二
ツ
森
へ
の
案
内
を
行
う

な
ど
、そ
の
活
動
は
幅
広
く
な
っ
て
い
る
。

　

事
務
局
の
大
高
文
恵
さ
ん
は
、「
イ
オ
ン

財
団
の
協
力
や
県
の
森
づ
く
り
税
を
活
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
営
す
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
。」と
話
す
。
さ
ら
に「
率
先
し

て
活
動
し
て
い
る
方
は
高
齢
の
会
員
が
多

い
。
若
い
人
た
ち
の
参
加
を
期
待
し
て
い

ま
す
が
、
仕
事
と
の
両
立
は
難
し
い
の
で

し
ょ
う
ね
。」こ
こ
が
、
多
く
の
森
林
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
が
抱
え
る
悩
み
で
も
あ
る
。

新
た
な
活
動
に
向
か
っ
て

　

ブ
ナ
の
森
が
拡
が
っ
て
い
く
に
つ
れ
、

そ
の
維
持
管
理
を
会
員
の
奉
仕
だ
け
に
頼

る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
き
た
。

　

そ
こ
で
会
で
は
、
国
の
交
付
金
事
業
を

活
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
作
業
す
る
会
員
の
日
当
や
燃
料
代
を

支
払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

大
高
さ
ん
は
、「
ベ
テ
ラ
ン
会
員
と
若
手

い
た
の
だ
。

　

「
つ
な
ぐ
」、
こ
の
会
で
大
切
に
し
て
い

る
言
葉
で
あ
ろ
う
。「
山
と
海
を
つ
な
ぐ
」

を
肌
で
感
じ
取
っ
て
い
る
会
員
は
、
会
活

動
が
継
続
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に

は
、「
人
と
人
と
を
つ
な
ぐ
」、「
地
域
と
地

域
と
を
つ
な
ぐ
」と
い
う
交
流
の
輪
を
創

り
出
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
活
動
が
、豊
か
な
森
を
、海
を
造
り
、

豊
か
な
心
を
育
む
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
つ

な
が
っ
て
い
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

さ
ら
に
多
く
の
人
々
に
参
加
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
こ
こ
を
訪
れ
る
人
々
が
、
豊
か

な
自
然
の
恵
み
を
満
喫
す
る
た
め
に
。

地
の
世
界
自
然
遺
産
を
永
続
的
に
維
持
し

て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
周
辺
の
森
を
復

元
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
豊
か
な

磯
辺
を
取
り
戻
す
こ
と
に
つ
な
が
る
は

ず
。」、
こ
う
い
っ
た
共
通
認
識
を
関
係
者

が
持
っ
た
の
が『
白
神
ネ
イ
チ
ャ
ー
協
会
』

発
足
の
き
っ
か
け
で
あ
る
。

　

１
９
９
７
年
５
月
に
設
立
し
た
こ
の
会

は
、２
０
０
４
年
に
は
活
動
基
盤
の
強
化
や

民
間
活
力
の
導
入
を
図
る
こ
と
と
し
、Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
へ
と
移
行
、現
在
に
至
っ
て
い
る
。

ブ
ナ
の
森
づ
く
り
を
目
指
し
て

　

２
０
１
４
年
10
月
５
日
、
15
回
目
を
迎

え
る「
白
神
の
森
に
ブ
ナ
を
植
え
る
」イ
ベ

ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
毎
年
、
植
樹
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
る
が
、
今
年
も

町
民
の
ほ
か
県
内
外
か
ら
１
８
０
名
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
加
し
た
。

　

辻
会
長
は
開
会
の
あ
い
さ
つ
で
、「
一
人

３
本
の
ブ
ナ
の
苗
木
を
植
え
て
下
さ
い
。

木
を
３
つ
書
く
と〝
森
〟と
い
う
漢
字
に
な

り
ま
す
。
ブ
ナ
の
森
に
は
多
く
の
植
物
が

繁
茂
し
、昆
虫
や
動
物
が
集
い
、豊
か
な
生

態
系
を
創
り
出
す
。
大
き
な
森
に
な
る
こ

と
を
期
待
し
な
が
ら
木
を
植
え
て
い
た
だ

き
た
い
。」と
語
っ
た
。

　

一
人
３
本
植
え
る
の
は
、
第
１
回
目
か

ら
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
に
白
神
の

森
へ
６
０
０
０
本
を
超
え
る
ブ
ナ
の
苗
木

が
植
栽
さ
れ
た
。

　

当
初
は
、
二
ツ
森
登
山
口
へ
向
か
う
青

秋
林
道
沿
い
な
ど
で
植
樹
を
行
っ
て
き
た

が
、
２
０
０
４
年
か
ら「
ナ
メ
ト
コ
沢
」と

い
う
所
の
町
有
林
ス
ギ
伐
採
跡
地
で
実
施

し
て
い
る
。
植
栽
さ
れ
て
10
年
目
と
な
る

森
は
す
く
す
く
と
育
ち
、
白
神
の
森
を
広

げ
つ
つ
あ
る
。

　

色
づ
い
て
き
た
山
々
が
見
下
ろ
し
て
く

れ
る
植
栽
地
。
唐
鍬
を
振
り
下
ろ
す
と
地

面
に
ポ
ッ
ク
リ
と
穴
が
空
き
、
黒
い
土
が

顔
を
出
す
。
そ
の
穴
を
大
き
く
穿
ち
な
が

ら
木
の
根
や
小
石
を
取
り
除
き
、
苗
木
を

入
れ
て
土
を
戻
し
、
て
い
ね
い
に
根
の
周

り
を
踏
み
固
め
て
大
地
に
戻
す
。

　

下
刈
り
時
に
間
違
え
て
伐
ら
れ
な
い
よ

う
に
設
置
す
る
杭
は
、
一
面
を
き
れ
い
に

削
っ
て
あ
り
、記
念
に
名
前
を
記
し
た
り
、

植
栽
し
た
ば
か
り
の
ブ
ナ
の
苗
木
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
る
。

子
ど
も
た
ち
も
頑
張
る
森
づ
く
り

　

植
樹
会
場
に
歓
声
が
広
が
る
。
家
族
で

訪
れ
た
子
ど
も
た
ち
、
団
体
で
参
加
し
た

子
ど
も
た
ち
が
会
場
に
散
ら
ば
っ
て
各
々

唐
鍬
を
振
る
う
。
色
と
り
ど
り
の
服
装
が
、

秋
の
森
を
さ
ら
に
賑
や
か
に
す
る
。

　

団
体
参
加
の『
イ
オ
ン
チ
ア
ー
ズ
ク
ラ

ブ
』は
、
小
学
校
１
年
生
か
ら
中
学
校
３
年

生
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
が
環
境
に
関
す
る

様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
て
、
環
境
に
興

味
を
持
ち
、
考
え
る
力
を
育
て
る
と
と
も

に
、
集
団
行
動
を
通
じ
て
社
会
的
な
ル
ー

ル
や
マ
ナ
ー
を
学
ん
で
い
く
ク
ラ
ブ
。「
地

域
で
の
ゴ
ミ
拾
い
や
壁
新
聞
づ
く
り
を

し
て
い
る
。
植
樹
も
今
年
で
こ
れ
が
３
回

目
。」と
い
う
。「
植
え
た
木
の
支
柱
に
、名
前

や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
く
と
植
え
た
ぞ
〜
！

と
い
う
気
分
に
な
る
。」、「
自
分
が
植
え
た

木
が
森
に
な
る
な
ん
て
素
敵
な
こ
と
。」と

応
え
て
く
れ
た
。「
今
日
も
森
づ
く
り
を
応

援
す
る
仲
間
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

た
」と
い
う
気
持
ち
に
満
た
さ
れ
な
が
ら
、

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
女
性
部「
ひ
よ
り

会
」の
皆
さ
ん
が
差
し
入
れ
て
く
れ
た
オ

キ
ギ
ス
の
つ
み
れ
鍋
を
い
た
だ
い
た
。

活
動
の
拠
点「
ぶ
な
っ
こ
ラ
ン
ド
」

　

会
の
活
動
拠
点
は
、
真
瀬
川
の
名
勝
地

で
あ
る
三
十
釜
渓
谷
に
あ
る「
ぶ
な
っ
こ

ラ
ン
ド
」。
会
で
は
こ
の
施
設
の
管
理
を

委
託
し
て
お
り
、
自
然
観
察
会
や
キ
ノ
コ

植
菌
体
験
な
ど
年
間
15
回
程
の
イ
ベ
ン

森に帰る日が楽しみ! ブナの苗木

植樹の記念にパチり、イオンチアーズクラブの会員たち

すくすく育つブナ

ガイドの会員が白神の森の魅力を伝える

特定非営利活動法人 白神ネイチャー協会森に集う仲間たち
特集
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　『健康の森』は、秋田森の会・風のハーモニー代表の佐藤清太郎さんが所有する森林で、約30ha の森を『健康の森』と名付けて会員に解

放しています。会活動の一つである「森の保育園」は平成7年から始まり、もう今年で 20年目を迎えました。最初にここを訪れた子ど

もたちはとっくに成人しているという歴史を持っています。最近は、子どもたちの憩いの森として延べで８０回以上3,000人の園児が

訪れてくれます。

　この日は、秋田県水と緑の森づくり税を利用して能代市の『轟保育園』の園児やその父兄と、秋田市の『あきたチャイルドクラブ』の子

どもたちが訪れ、森での遊びを満喫しました。

　轟保育園では、「自然の中での保育を重視

し、野外レクリエーションや畑作りを行って

います。自然にふれあいながら子どもたちの

五感を養ってもらいたいと考え、清太郎さん

の森を訪れました。保育士が教えることがで

きないことを森が教えてくれますね。」と副園

長先生が話してくれました。この日は、森で

遊ぶ子どもたちの姿を保護者にも見てもらい

たいと思って大人数で訪れました。

　この森では「子どもに危ないからやめなさ

いとか、何々してはいけませんと言わないこ

と。のびのび遊ばせて下さい。危険と思われ

る場所は、子どもたちより先に行って見守る

か、危ないことがわかるように話してあげる

こと」という掟があります。「危ないからやめ

なさい」から解放された子どもたち、好奇心・

遊び心が一気に爆発し、森中に歓声が響きま

す。泥にはまってしまうと泥遊び、お父さん

やお母さんはなすすべもなく笑って見てるだ

けです。

　『あきたチャイルドクラブ』の子どもた

ちは、『あきたチャイルド園』の卒園生たち。

　園児の時から季節に関係なく何度もこ

の森を訪れ、遊び慣れた所です。一緒に

訪れた澤口勇人さんは、あきたチャイル

ド園を経営する理事長。「生きる力をつけ

ることを目指して、清太郎さんの森で保

育活動を行っています。森では、森が先

生なので『森の保育園』と呼んでいるんで

す。」、「学力の向上もさることながら、自

然体験も重要で、自然の中で遊びながら

子どもたちの成長が育まれるのです。」と

語ってくれました。

　子どもたちは勝手知ったおなじみの

森、元気よく森を巡って遊んだり森の不

思議にふれたりと森とのふれあいを楽し

んでいました。

地球温暖化をはじめとする環境問題への関心が高まるなか

様々な森林ボランティア活動が年々活発に行われています。

「秋田県水と緑の森づくり税事業」を活用した活動事例の一部をご紹介します。

子どもたちが「健康の森」で森遊びを満喫　《10月4日》

〜『健康の森』と子どもたち〜

あきたチャイルドクラブー森で育った子どもたち

轟保育園ー「危ないからやめなさい」は禁句

場　　所●秋田市下浜「健康の森」
実施主体●あきたチャイルドクラブ、能代市「轟保育園」

秋田市

　秋田八幡平・森づくりの会は、県

民提案事業を活用し、早春の森を

観て食べて体験しながら「森と人

のかかわり」を考えてもらう集い

を開催しました。

　会場は、会員が協働で森林整備

をしている森林です。積雪の多い

この森は雪消えが遅く、他の地域

では山菜採りが終盤を迎えるこの

時期に、雪消えを追いかけるよう

に木の芽が伸び、花々が咲き誇り

ます。

　４６名の参加者は、次の年の収

穫を楽しみにナメコやシイタケの

　森吉ダム湖（四季美湖）周辺の自

然環境を整備して「1000m年先ま

で残る公園」を作ろうと、県民提案

事業を活用して「桜の咲き乱れる

憩いの場」づくりに取り組んでい

ます。

　桜を植えた一人ひとりが環境の

大切さ、自然の良さに関心をもっ

てもらいたい。そして、次代を担

う子どもたちに郷土を愛し、自然

を大切にする心を育んでもらおう

と、地元の前田小学校の全校生徒

も参加、総勢100人がヤマザクラ

150本を手分けして植えました。

植菌作業に取り組みました。そし

て、ブナの森の芽吹きを愛でなが

らコシアブラやタラノメを収穫、早

速調理して「いただきます。」春の

味に舌鼓を打ちました。

　植樹のあと、四季美湖に移動し

て阿仁川漁協の協力で、イワナと

サクラマスを 3,000匹ずつ放流し

ました。

「ブナの恵み」を頂きます！　《6月1日》

森吉四季美湖ダム周辺に桜の森へ　《6月24日》

場　　所●鹿角市八幡平
実施主体●秋田八幡平・森づくりの会

場　　所●北秋田市森吉「四季美湖ダム周辺」
実施主体●グリーンメイク清流を守る会

鹿角市

北秋田市

桜が咲く頃、訪れようね！

桜が未来まできれいに咲き続けるよう頑張っ

て作業しました

秋田県水と緑の森づくり税事業
2014
活動報告

子ども同士助け合ったり、

木の根をつかんだりして

急斜面を登ります

森の中で子どもたちはイキイキ。

どんどん進んでいきます

泥まみれになって

大はしゃぎ

お父さん、お母さんたちは

笑って見守るだけ

服も靴もすっかり着替えて…

「元気に育ってね。」

収穫された木の芽、

たくさん採れました

薪ストーブを使って調理。やっぱり天ぷらが

美味しいです

お腹を減らすために先ず働こう
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みんなで丁寧に植えました

　仁賀保高校では、鳥海山にブナ

を植え始めてから１５回目となる

植樹会を開催しました。

　学校では、この活動を５年を目

途に終わりにしようとしたのです

が、この活動を企画した当時の生

徒会長が苗木代の寄付を申し出て

継続を強く要望、その意気込みに

応えて学校では県民提案事業を活

用し植樹活動を行い早や１０年、

“継続は力なり”、正にそのとおり

です。　

　「鳥海山にブナを植える会」佐藤

文夫副会長や会員達が学校に出向

いて事前学習会を開催、学習会に

よって生徒たちの理解が深まった

ほか、植樹会でも盛んに質問しな

がら鍬を振るっています。「大きく

丈夫に育ってね」と皆々唱えなが

　阿部重助さんは、自身の山林約

5ha を「山遊庭の森」と名付け一般

に開放しています。この森では、

森林環境学習活動支援事業を活用

して季節に合わせた体験学習を

行っています。

　この日は、東由利小学校の 3年

生と 4年生39人の児童が参加し、

キノコの収穫や草刈り・枝打ちを

体験しました。

　3年生は、スギの木の周りの刈

り払い、スギの木が草に負けない

ようにする作業です。4年生は鎌

を使っての枝打ち、これも林業で

は大切な作業です。そして、みん

なが春に植菌したシイタケやナメ

コを収穫です。家へ持ち帰って、

山の恵みを堪能したことでしょ

う。

　「ジュネス栗駒」が整備されるま

で、地域のスキー場として利用さ

れていたゲレンデ跡地を森に復元

し水源の森を造ろうと、平成22 年

度から「秋田県水と緑の森づくり

税」を財源に取り組んでいます。こ

れまでにヤマザクラのほか、10 種

類の広葉樹を植栽、併せて遊歩道

も整備しました。

　この日は、植樹や森林への手入

れ作業を行うことによって森林の

役割を学んでもらおうと、森林体

験教室が開催されました。訪れた

のは、東成瀬小学校の5年生34 人。

　まずはスギ人工林で、枝打ちを

体験しました。この作業は、節の少

ない木材を生産することと、病害

虫に強い健全な森林に導くことが

目的です。雄勝広域森林組合の指

ら、参加した１４６名の生徒達は良

い笑顔になっていました。着実に

心も育っていって

いるようで、今日植

えたブナもしっか

り根付いてくれる

ことでしょう。指

導を行った会員も

嬉しそうでした。

　会員は、「森や木にふれること

で、森林や環境問題について理解

してもらい、豊かな心を育んでも

らいたい。」と一生懸命この活動に

取り組んでいます。

導の下、枝打ちノコギリで枯れた

枝を落としました。

　「ふれあいの森」では、村に生え

るブナの実から育てた苗木を 80 

本植栽しました。地元に生えてい

る木から種子を採って苗木にし

て植栽する、これを村では『森のコ

ピー作戦』と呼んでいます。

木を育て心を育てる植樹活動　《10月7日》

里山スクールで紙芝居も！　《10月29日》

場　　所●鳥海山霊峰
実施主体●秋田県立仁賀保高等学校

場　　所●由利本荘市東由利法内「山遊庭の森」
実施主体●東由利林業懇話会

にかほ市

由利
本荘市

東成瀬村

標柱を設置しました

ゴーグルを着けて

頑張りました。

格好いい！

根付くようにしっかり踏んでネ！

協力しながらていねいに埋め戻します
「高いし、揺れるし難しかった」

水源の森を育む森林体験教室　《10月21日》
場　　所●東成瀬村岩井川「ふれあいの森」他
実施主体●東成瀬村

　大仙市の姫神公園は、かつて松

山公園とも言われるほど、巨木の

マツが繁って公園のシンボルと

なっていました。しかし、松くい虫

の被害により巨木がなくなり、地元

では寂しい思いをしていました。

そこで、花館公民館を中心とした

花館地区コミュニティ会議（佐藤

正雄会長）では、公園を新たな花の

名所にしようとサクラの植樹を行

うこととなりました。

　この活動は、平成２１年度から

始まり、今年度は県民提案事業を

活用し整備を進めています。

　当日は、花館小学校３年生６３

名のほか父兄、県、市、公民館、財産

区等の関係者が参加、花火の町「大

曲」らしく、植樹開始の花火が打ち

上げられ、華やかに開催されまし

た。みんなで協力し、約３ｍもある

大きなオオヤマザクラが２０本植

栽されました。

　佐藤会長は、「将来、角館町に勝

る名所にしたい。」と意気込んでい

ます。

大仙市

天気のよい日に頑張りました

開会式です

姫神公園で「大山桜植樹祭」を開催　《10月11日》
場　　所●大仙市姫神公園
実施主体●花館コミュニティ会議

早く森になるように、ていねいに植えました 参加者全員で記念写真。森づくりに協力してくれてありがとう！

紙芝居「森はみんなのたからもの」

わかりやすく好評でした

ナメコの収穫。原木栽培のナメコは美味しいね！
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森林を育み、河川環境を守る「ヤマメの森」植樹事業

　

最
後
に
は
、
土
場
の
大
き
く
積
み
上
げ

ら
れ
た
丸
太
を
見
な
が
ら
、
森
林
組
合
長

か
ら
木
材
の
加
工
・
流
通
関
係
の
講
話
が

あ
り
ま
し
た
。

　

五
城
目
町
は
古
く
か
ら
林
業
の
栄
え

た
町
で
、
民
有
林
の
人
工
林
率
は
県
平
均

58
％
を
上
回
る
83
％
に
も
達
し
て
い
ま
す
。

森
林
組
合
長
は
、「
林
業
は
か
つ
て
町
の

重
要
な
産
業
で
、
町
を
支
え
き
た
ん
で
す

よ
。」と
、
そ
の
歴
史
を
生
徒
た
ち
に
伝
え

ま
し
た
。

　

こ
の
体
験
教
室
を
企
画
し
た
佐
藤
悦
郎

会
長
は
、「
こ
れ
ま
で
町
の
基
幹
産
業
で
あ

る
林
業
を
、
次
世
代
の
子
供
達
に
引
き
継

い
で
い
く
た
め
に
も
、
会
員
一
体
と
な
っ

て
こ
れ
か
ら
も
こ
の
体
験
教
室
を
続
け
て

い
き
た
い
。」と
、
力
強
く
抱
負
を
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

　
平
成
26
年
６
月
21
日
、
湯
沢
市
河
川
愛

護
会
、
雄
勝
高
等
学
校
の
生
徒
等
が
集
ま

り
、
ブ
ナ
苗
木
の
植
樹
や
ド
ン
グ
リ
の
実

を
使
っ
た
木
の
実
細
工
づ
く
り
を
体
験
し

ま
し
た
。

　

湯
沢
市
河
川
愛
護
会
は
、
雄
勝
漁
業
協

同
組
合
、
皆
瀬
筋
漁
業
協
同
組
合
、
秋
田

木
工
株
式
会
社
、
秋
田
エ
プ
ソ
ン
株
式
会

社
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
釣
り
環
境
保

全
ネ
ッ
ト
ー
ワ
ー
ク
、
湯
沢
お
や
じ
の
会

の
６
団
体
が
湯
沢
市
に
あ
る
河
川
の「
地

域
資
源
の
維
持
、回
復
を
図
る
こ
と
」及
び

「
漁
村
の
伝
統
文
化
、食
文
化
等
の
伝
承
機

会
の
提
供
」を
目
的
と
し
て
、平
成
25
年
に

結
成
し
た
団
体
で
す
。

　

植
樹
活
動
の
始
ま
り
は
、
平
成
18
年
に

雄
勝
漁
業
協
同
組
合
が
河
川
を
取
り
巻
く

自
然
環
境
の
悪
化
を
懸
念
し
、
秋
田
森
林

管
理
署
湯
沢
支
署
か
ら
秋
ノ
宮
役
内
川
上

流
の
役
内
国
有
林
約
１
ha
を
借
り
受
け
、

10
年
掛
け
て
広
葉
樹
を
植
林
し
よ
う
と
実

施
し
た
こ
と
で
し
た
。

　

一
見
畑
違
い
に
見
え
る
漁
業
関
係
者
が

森
林
に
目
を
向
け
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
年
の「
ヤ
マ
メ
の
森
」植
樹
活

動
は
82
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
開
会
式
で

植
樹
方
法
の
説
明
を
受
け
て
い
よ
い
よ
作

業
の
開
始
で
す
。
参
加
し
た
皆
さ
ん
は
、

地
面
の
傾
斜
や
灌
木
の
根
な
ど
が
邪
魔
を

し
て
、
な
か
な
か
植
え
穴
を
掘
れ
ず
苦
戦

し
て
い
ま
し
た
が
、
植
え
た
木
の
横
に
自

分
の
名
前
を
書
い
た
標
柱
を
打
ち
込
ん
で

完
成
す
る
と
満
足
気
な
様
子
で
し
た
。
苦

労
し
た
分
、
思
い
出
に
深
く
残
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

植
樹
終
了
後
、
近
く
の
沢
に
ヤ
マ
メ
を

放
流
し
、
湯
沢
市
秋
ノ
宮
の
旧
中
山
小
学

校
の
校
舎
へ
移
動
し
て
昼
食
を
と
り
ま
し

た
。
昼
食
会
場
で
は
、
秋
田
木
工
株
式
会

社
の
方
々
か
ら
曲
げ
木
家
具
の
作
業
工
程

を
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。
椅
子
一
脚
に

使
用
す
る
パ
ー
ツ
は
、
曲
げ
木
な
ら
少
な

く
て
済
み
強
度
も
増
す
な
ど
曲
げ
木
の
良

さ
を
実
感
で
き
た
よ
う
で
す
。

　

午
後
か
ら
は
、福
島
県
で〝
ど
ん
ぐ
り
お

じ
さ
ん
〟と
し
て
活
動
し
て
い
る
２
名
の

方
か
ら
木
の
実
細
工
の
作
り
方
を
教
わ

り
、「
木
の
実
ス
ト
ラ
ッ
プ
」作
り
に
挑
戦

し
ま
し
た
。
細
か
い
作
業
で
し
た
が
、
皆

さ
ん
目
を
こ
ら
し
て
真
剣
に
作
業
し
て
い

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
丸
一
日
、
木
に
接
す
る
機
会

を
設
け
、
参
加
者
の
方
々
に
は
森
林
の
大

切
さ
を
実
感
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
度
で
植
栽
が
完
了
し
、
植
栽
活
動

の
一
区
切
り
の
年
と
な
り
ま
す
が
、
漁
業

関
係
者
に
と
っ
て
も
森
林
は
重
要
な
宝
物

と
位
置
づ
け
、
今
後
も
活
動
に
励
ん
で
参

り
ま
す
の
で
応
援
を
お
願
い
し
ま
す
。                       

　

秋
晴
れ
の
10
月
29
日
、
五
城
目
町
で
林

業
体
験
教
室
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。　
　

　

五
城
目
小
学
校
と
大
川
小
学
校
の
元
気

な
小
学
５
年
生
64
名
を
対
象
に
開
催
さ

れ
た
こ
の
体
験
教
室
で
植
樹
、測
樹
、間
伐

作
業
の
見
学
、
さ
ら
に
は
木
材
加
工
や
利

用
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

　

こ
の
体
験
学
習
は
今
年
初
め
て
の
こ
と

で
、
五
城
目
町
の
森
林
組
合
の
有
志
で
つ

く
る
五
城
目
林
業
研
究
グ
ル
ー
プ（
佐
藤

悦
郎
会
長
）が
企
画
し
た
も
の
で
、事
前
に

会
長
が
学
校
を
訪
れ
て
、
森
林
の
働
き
や

木
材
の
利
用
な
ど
の
講
義
を
行
っ
た
後
を

受
け
て
今
回
の
体
験
教
室
と
な
り
ま
し
た
。

　

植
樹
会
場
は
森
山
の
麓
の
町
有
林
で
開

か
れ
、
林
業
研
究
グ
ル
ー
プ
員
の
指
導
の

も
と
、ク
ワ
や
ス
コ
ッ
プ
を
使
用
し
、ク
リ
、

コ
ナ
ラ
、
ブ
ナ
、
サ
ク
ラ
各
10
本
、
計
40
本

を
丁
寧
に
植
え
ま
し
た
。

「
土
が
堅
く
て
植
え
穴
を
掘
る
の
が
難
し

か
っ
た
け
れ
ど
、
頑
張
っ
て
植
え
た
よ
。

ま
っ
す
ぐ
大
き
く
伸
び
て
立
派
な
木
に

な
っ
て
欲
し
い
。」と
、
将
来
大
き
く
な
る

樹
に
思
い
を
は
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
植
樹
会
場
か
ら
森
林
組
合
に

隣
接
す
る
ス
ギ
人
工
林
に
移
動
し
、
測
樹

体
験
と
し
て
目
測
、巻
尺
等
を
使
用
し
、立

木
や
伐
倒
木
の
樹
高
や
直
径
を
楽
し
み
な

が
ら
測
定
し
、さ
ら
に
、チ
ェ
ン
ソ
ー
使
用

し
て
の
間
伐
作
業
を
見
学
し
ま
し
た
。

五城目林業研究グループ

小学生の林業体験教室を開催

湯沢市河川愛護会

元気に育てと願いヤマメを放流

秋田エプソンと秋田木工
から苗木をプレゼントさ
れました

82名の参加者が植樹に汗を流しました
チェンソー音が響きます

熟練者による木の伐採に

感心しながら見学です

貯木場の丸太を見ながら木材産業の歴史を学びました

青空の下での植樹です

植え穴を掘るのに苦戦

「木の実ストラップ」作り

何ができるのかな？興味津々です

県民参加の

森づくり事業
森林ボランティア

 活動レポート

スギの直径は20㎝です
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「
釣
り
キ
チ
三
平
」は
、
少
年
マ
ガ
ジ
ン

に
連
載
さ
れ
た
人
気
漫
画
で
、
大
人
に

な
っ
て
も
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
で
い
た
。

そ
の
実
写
版
映
画
の
ロ
ケ
で
三
平
の
村
に

選
ば
れ
た
の
が
、
馬
場
目
岳
山
麓
に
広
が

る
山
里
・
五
城
目
町
北
ノ
又
集
落
で
あ
る
。

こ
の
集
落
は
、
1
9
8
7（
昭
和
62
）年
に

公
開
さ
れ
た
映
画「
イ
タ
ズ
―
熊
―
」の
ロ

ケ
現
場
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

棚
田
が
広
が
る
高
台
に
茅
葺
民
家
が
連

な
る
風
景
は
、
日
本
昔
話
に
出
て
く
る
よ

う
な
心
温
ま
る
風
景
で
あ
る
。
坂
を
上
り

な
が
ら
三
平
の
家
に
向
か
う
と
…
お
父
さ

ん
に
肩
車
さ
れ
た
幼
い
三
平
と
姉
・
愛
子

が
茅
葺
民
家
の
前
の
坂
道
を
歩
き
な
が

ら
、
お
父
さ
ん
が「
あ
ん
な
怪
物
、
釣
り
上

げ
た
感
触
は
、
一
体
ど
ん
た
だ
も
ん
だ
べ

…
想
像
し
た
だ
け
で
鳥
肌
が
立
つ
」と
、語

る
シ
ー
ン
が
蘇
る
。

　

現
在
、
三
平
家
は
空
き
屋
に
な
っ
て
い

る
が
、映
画
撮
影
記
念
と
し
て
整
備
さ
れ
、

撮
影
の
様
子
を
写
し
た
写
真
パ
ネ
ル
や
出

演
者
の
サ
イ
ン
色
紙
、原
作
者
・
矢
口
高
雄

さ
ん
の
カ
ラ
ー
サ
イ
ン
色
紙
な
ど
が
飾
ら

れ
て
い
る
。
管
理
人
は
、
こ
の
家
の
持
ち

主
・
潟
上
市
の
近
藤
俊
一
さ
ん
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
約
2
㎞
上
流
に
、
名
所「
ネ
コ

バ
リ
岩
」
が
あ
る
。
看
板
が
あ
る
広
場
に

駐
車
し
、3
分
ほ
ど
歩
く
と
、ひ
と
き
わ
目

を
引
く
ネ
コ
バ
リ
岩
が
現
れ
る
。
こ
の
周

辺
は
、
通
称「
デ
ロ
杉
」流
域
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
渓
流
を
遡
行
す
る
シ
ー

ン
の
撮
影
が
行
わ
れ
た
。
ネ
コ
バ
リ
岩

は
、高
さ
約
6
メ
ー
ト
ル
の
巨
岩
の
上
に
、

ブ
ナ
や
カ
エ
デ
約
10
本
が
根
を
張
っ
た
巨

木
の
森
…
そ
の
根
が
波
の
よ
う
に
張
っ
て

離
れ
た
地
面
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
か

ら「
ネ
コ
バ
リ（
根
古
波
離
）岩
」と
名
付
け

ら
れ
た
と
い
う
。

　

北
ノ
又
集
落
の
手
前
、
蛇
喰（
じ
ゃ
ば

み
）地
区
に
は
、古
民
家
を
復
元
し
た
茅
葺

の
盆
城
庵
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
山
村
生
活

を
体
験
で
き
る
一
日
一
組
限
定
の
自
炊
の

宿
で
あ
る
。
そ
の
隣
に
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン

「
清
流
の
森
」が
あ
る
。
か
つ
て
は
杉
沢
小

中
学
校
の
北
ノ
又
冬
季
分
校
だ
っ
た
建
物

を
改
装
し
て
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
。
木
漏
れ
日
が
射
し
込
む
格
子

戸
の
窓
か
ら
、四
季
折
々
変
化
す
る「
清
流

の
森
」を
眺
め
な
が
ら
食
べ
る
レ
ス
ト
ラ

ン
は
、
こ
こ
し
か
な
い
最
大
の
ご
馳
走
で

あ
る
。

　

2
0
1
3
年
11
月
2
日
、「
人
生
の
楽
園
」

で「
清
流
の
森
」
が
放
映
さ
れ
た
直
後
は
、

行
列
が
で
き
、
昼
食
を
食
べ
ら
れ
な
か
っ

た
お
客
さ
ん
も
い
た
ほ
ど
人
気
が
爆
発
し

た
と
い
う
。
地
元
の
お
母
さ
ん
方
が
提
供

す
る
絶
品
メ
ニ
ュ
ー
は
、清
流
定
食
、炊
込

み
セ
ッ
ト
、だ
ま
こ
鍋
の
3
種
類
で
あ
る
。

　

築
1
0
0
年
の
三
平
家
で
昔
の
山
里
の

暮
ら
し
に
浸
り
、
ネ
コ
バ
リ
岩
周
辺
の
森

林
浴
と
渓
流
の
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
で
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
し
た
後
、
昼
食
は「
清
流
の
森
」

で
郷
土
料
理
を
味
わ
う
。
シ
ー
ズ
ン
ご
と

に
訪
れ
て
み
た
い「
緑
の
ム
ラ
」で
あ
る
。

映
画「
釣
り
キ
チ
三
平
」ロ
ケ
地

緑とともに生きる

農家レストラン 清流の森／木漏れ日が射し込む格子戸の窓

から、四季折々変化する「清流の森」を眺めながら食べられる

農家レストラン。写真は清流定食( コーヒー付き)。

1 釣りキチ三平の家／築100年の茅葺

民家。 2 室内には、撮影の様子を写

した写真パネルや出演者のサイン

色紙などが展示されている。

3 ネコバリ（根古波離）岩／渓流沿い

にひときわ存在感を放つ巨岩。

4 盆城庵／古民家を復元した茅葺の

家で、山村生活を体験できる一日一

組限定の自炊の宿。

北 ノ 又
きたのまた

五城目町・北ノ又集落

実写版映画「釣りキチ三平」のロケ現場となった北ノ又集落

3

1

4

2
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　県民の方々が、森林観察や林業体験を行うことによって森林・林業の役割を学ぼうとするとき、その手助けをしてくれる

のが「森の案内人」で、現在59名の方が活躍しております。最近、森林学習体験等に関するイベントが増加してきていること

から、平成27年度に森の案内人の育成する講習会を行うこととしました。

　秋田の森林・林業の知識を得て、その役割や重要性を伝える「森の案内人」になってみませんか。募集は4月、当センター

ホームページに掲載します。

　なお、募集の概要は次のとおり計画しています。

　全国有数の森林県である秋田県で育つこどもたちにとっ

て、貴重な副読本となっているようです。

　ご紹介したこの副読本、学校の授業や総合的な学習の時

間以外でも活用していただくことも可能です。こどもを集

めて森林ボランティア団体が開催

する森林体験学習会等たくさんの

箇所で幅広く活用していただきた

いとも考えています。

　あきた森づくり活動サポートセン

ターをはじめ、お近くの地域振興局

森づくり推進課でも入手できますの

でお気軽に問い合わせしてみてくだ

さい。

　あきた森づくり活動サポートセンターでは、森林ボランティアの皆さんが企画・実施するイベントや、水と緑の森づくり

税を活用した活動を取材し、ホームページやこの冊子で紹介しております。取材ご希望の場合は、開催月日、集合時間と場

所、連絡先電話番号をファックス又はメールでお知らせ下さい。

発表する熊谷章さん

　平成26年度の森林ボランティア

連絡会議は、9月4日に秋田市「イヤ

タカ」で開催し、87名が参加しまし

た。会議では、県内で活動している

２つ森林ボランティア団体の活動

事例発表と関係機関からの情報提

供を行いました。

　会場からは活発な質問や意見

が述べられたほか、会議終了後も

■森林の多面的機能を高める森づくり〜二酸化炭素吸収機能を考慮した活動〜
　権現山里山保全ネット（由利本荘市）　代表　高橋三夫氏

■長年放置されてきた共有林の再生計画とその実践
　金沢諏訪堂の会（美郷町）　代表　熊谷章氏

発表する高橋三夫さん

森林ボランティア連絡会議で活動発表会を開催 トピックス1

意見交換している姿が見られまし

た。次年度は、森林ボランティア団

体の交流促進の場となるような会

議を企画してまいります。

　なお、発表された高橋三夫さん

と熊谷章さんには、暑い夏のなか、

活動報告を取りまとめていただき、

心より感謝申し上げます。当日の発

表演題は以下のとおりでした。

しました。10月21日に贈呈式を開催、

校外学習活動でプラザクリプトン

を訪れていた秋田市立中通小学校2

年生40名に、県森の案内人の遠田順

夫さんが紙芝居を初披露しました。

　物語は、小学生の主人公が森の妖

精ECOCO（エココ）と出会い、森林

整備から木材利用の大切さ、山と海

の関係などを学ぶもので、児童たち

　小学生の木育教育の教材として

もらうため、農林中央金庫秋田支店

（山本興一郞支店長）ではCSR（企業

の社会的責任）事業の一環として

木育紙芝居「森はみんなのたからも

の」を秋田県に寄贈してくれました。

県では、多くの小学校等に活用して

もらうため、あきた森づくり活動サ

ポートセンターに備え付けることと

は、紙芝居の面白さに食い入るよう

に聞き入っていました。

　あきた森づくり活動サポートセ

ンターでは、希望者に紙芝居の箱と

拍子木をセットで貸出を行っており

ます。ご希望の方はご連絡下さい。

これまで、10数団体に読み聞かせを

行っておりますが、わかりやすいと

好評です。

読み手の遠田順夫さん、熱がこもっています。

衣装も凝りました。

写真：プラザクリプトンの森での森林観察指導の様子

真剣に見てくれました

農林中央金庫秋田支店が紙芝居「森はみんなのたからもの」を寄贈 トピックス2

nfomationI
インフォメーション

●認定機関　あきた森づくり活動サポートセンター

●募集人員　15名（定員を超えた場合、書類選考となります）

●条　　件　

①指導派遣依頼に対応できること

②年3回開催する（土曜日を計画）養成講習会に出席できること

③秋田県森の案内人協議会に入会し、同協議会が開催する行事

に年2回以上参加すること

●講習内容

森林・林業に関する基礎知識、森林調査基礎知識、林業作業、森

林・林業体験活動の企画運営・実習等

秋田県からのお知らせ

あきた森づくり活動サポートセンターからのお知らせ

　県では水と緑の森づくり税を活用し、こどもたちに森林

の役割や木材の利用について理解を深めてもらうことを目

的として副読本「あきたの森林」を県内の小学４年生全員

に毎年配布しています。

　世界の森林から日本の森林、そして秋田県の森林までそ

の状況を段階的に説明することはもとより、森林のはたら

きや身近な木材の利用といったことまで森や木に関して挿

絵や写真を多く使い、こどもにとって大変興味を持って楽

しめる内容になっています。

　また、今ある森林を未来に引き継いでいくため自分たち

ができることは何なのかといったことも掲載し、単に読ん

で終わるだけではなく行動に移して考えさせる内容も含ん

だ冊子となっています。

あきた森づくり活動サポートセンター（愛称：モリエールあきた）

〒019-2611 

秋田県秋田市河辺戸島字上祭沢38-4　プラザクリプトン内

TEL 018-882-5570　FAX 018-882-5571
E-mai l：akt-forest@triton.ocn.ne.jp　HP：www.forest-akita.jp/

情報誌の発送について

今回は、５０名以上の会員のいる団体には、５０部を

送らせていただきました。さらに部数が必要な場合

はご連絡下さい。別便でお送りします。

秋田県森の案内人を募集します

活動を取材します

あきた森づくりサポートセンター


