
苫
小
牧

蔦
森
山
林
の
今
昔

◎
蔦
森

春

明

今
、
苫
東
と

呼
ば
れ

て

い
る
広
漠
と
し
た

一
轄

に

ひ
と
き
わ
目
に
立

つ
緑

の
森
が
あ
る
。
蔦
森
山
林
が

そ
れ
だ
が
、
こ
の
緑

の

一
角
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出

来

た
か
。
そ

こ
に
は
、

こ
の
北
海
道
の
な
か
で
も
こ

と

に
厳
し

い
と
さ
れ
、
樹
林
の
成
立
に
は
向

か
な

い

と
さ
れ
た
条
件
の
も
と

で
の

一
つ
の
物
語
が
あ
る
。

こ
の

一
文

は
、
.山
林
の
経
営
者

で
あ

っ
た
蔦
森
春

明
氏
の
話
を
、
苫
小
牧
東
部
開
発
株
式
会
社
が
ま
と

め
た
も
の
を
、
そ

の
了
解
を
得
て
リ
ラ
イ
ト
し
た
も

の
で
あ
る
。

口
露
戦

争

か
ら

戻

っ
た

、
蔦
森
春

明
氏

の
父

君
百

一
氏

が
苦

小
牧

の
静

川

に
七

百

五
十

ヘ
ク

タ
ー

ル
の
山
林

を
買

っ
た

の
は
大
正

二
年

で
あ

っ
た

が
、
山
林

と

い

っ
て
も
そ

こ
は
す

で

に
函

館

駐
在

の
イ
ギ

リ

ス
領
事

の
関

係

す
る
「キ

▲蔦森山林の林内

ン
グ
商
会

L

に
よ

っ
て

お
お

か
た

の
大

木

が
伐
採

さ

れ
た

跡

で
あ

っ
た

。

キ

ン
グ
商

会

は
、

こ
こ

に
木

工
場

を
構

え

て
周
辺

の
ナ

ラ
の
木

を
伐

採

・
製
材

し
、
英

国

へ
お
く

っ

て

い
た

と

い
う
。

北
海

道

の
ナ
ラ
材

は
、

ウ
ィ

ス
キ

ー
貯

蔵

の
樽

や
、
高

級

家

具
用

と

し
て
第

一
級
と

さ
れ

、
ま

た

当

時

の
英

国

の
金

持

ち

に

「
最
後

の
ぜ

い
た

く
」

と
言

わ

せ
た
優

れ
た
枢

材

で

も
あ

っ
た

。

父
百

一
氏

は
、

残

さ
れ

た
若

い
雑

木
林

で

、
と

り
あ

え

ず

の
現
金

収

入

に

つ
な
が

る
炭
焼

き
を
始

め

、
多

い
時

に

は

三
十
枚

ほ

ど

の
炭

竈

を
構

え

た
と

い
う
。

製

品

は
馬
車

で

遠
浅

へ
出

し
た
が
、
道

も

ま
だ
満

足

な

も

の
で

な
か

っ
た

か

ら

一
日

一
往

復
が

や

っ
と
だ

っ
た

と

い
う
。

大

正
初

期

の
木
炭

ブ

ー
ム
は
静

川
地
区

や
周

辺

に
製
炭

業
を

営

む
多
く

の
人

々
を
集

め
、
多

い
時

に
は
五
十

戸
を

数

え
た

と
言

わ
れ

る
が

、

そ
れ
も

次
第

に
ほ

か

の
土
地

へ

材
を

求

め

て
移

っ
て

い

っ
た
。

百

一
氏

は
、
大

正

初
期

か

ら
炭

焼

き
だ

け
で

な
く

水
田

耕

作

も
始

め
、

や
が

て
牧

場
も

開
く

よ
う

に
な

っ
た

。
水

田
耕
作

は
単

に
米

の
生
産

だ
け

で
な
く

、
北

と
南

に
分

か

れ
る
山

林

の
火
防

線
と

し

て
も
重
要

な
役
割

を

果
た

す
も

の
だ

っ
た
。

▲▼山林の入口付近

そ

の
後

、
北

海
道

鉄
道

金
山

線

(現

在

の
道
道
敷

地

)

が
通

る

こ
と

に
な

っ
た

と
き
、

百

一
氏

は
そ

の
会

社

の
大

株
主

に
な

る

一
方

、

ニ
ナ

ル
カ
駅
を
設

け

る

こ
と
を

条
件

に
、

こ
の
水

田
用
地

の

一
部
を
無

償

で
譲

渡

し
た

。

こ

の
頃

、
柏

原

に
は

二
千
六

百

ヘ
ク
タ

ー
ル

の
面
積

の

あ

る
松

田
牧
場

な

ど
が
あ

っ
て
、
主

に
軍

馬

の
生
産

に
あ

た

っ
て

い
た
。

ま

た
、
安

藤
沼

周
辺

で
は
そ

の
名

の
由
来

す

る
安

藤

氏
が

水

田
耕
作

を

お

こ
な

っ
て

い
た
。

キ

ン
グ
商

会

の
伐

採
跡

地

に
は
直

径

六
十

か
ら
九

十

セ

ン
チ
の
切

り
株

が

た
く

さ
ん
残

っ
て

い
た
。

こ

の
よ
う
な

と

こ
ろ

か
ら

み
る

と
、

こ

の
あ

た
り

の
昔

の
姿

は
大

き
な

ナ

ラ
を

主

と
し

た
、

う

っ
そ
う

と
し
た
森

林
だ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
苫

小
牧

か
ら
勇
払

に
か
け

て
は
確

か

に
条

件

の

厳

し

い
と

こ
ろ

で

は
あ

る
が
、

け

っ
し

て
、
大

き

な
木

の

育

た

な

い
と

こ
ろ
ば

か

り
で

は
な

い
こ
と
が
判

る
。

不
思

議

な

こ
と

に
は
、

そ
れ

ら

の
切

り
株

の
切

り
口
は

い
ず

れ
も

四
尺

(
一

・
ニ

メ
ー
ト

ル
)
位

の
高

さ

で
あ

っ

た
。

こ
れ

は
、

材

と
し

て
狂

い
の
生
じ

や
す

い
根
元

の
部

分
を

あ
ら

か

じ
め
捨

て
た
結
果

で
あ
ろ

う
と
考

え

ら
れ
た

。

し

か
し
、

こ

の
残

り
株

か
ら

「根

っ
子
炭

」

と

い
う
優
良

な
炭
を

造

る

こ
と
が

で

き
た
と

い
う
。

戦
時

中

は
軍
事

用

の
伐
採

を
余
儀

な
く

さ

れ
た
が

、
戦

後

は

き
め
細

か

な
造
林

が
続

け

ら
れ
た
。

山
林

の
北

西
側

に
は

ト
ド

マ
ッ
な
ど

の
常
緑

樹

が
多

く
植

え

ら
れ

て
山
林

の

ア
ク
セ

ン
ト

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
の
ほ

か

に
も

ス
ト

ロ
ー
ブ

マ
ッ
な

ど
、

か
な

り
多

く
の
樹
種

が

よ
く
土

地

の

条

件

に
合

わ

せ
て
配
植

さ
れ
た
。

一
種

の
小
林

分
施
業

で

あ

る

と

い
え
よ

う

か
。

静
川

台
地

は

や
や

地
形

が
入

り
組

ん

で

い
る
が
、

そ
れ

ら

の
地
形

を

生

か
し

て
森
林

を
配
置

す
れ

ば
、

こ
こ
で
も

立
派

な
緑

地

の
造

成

も
不

可
能

で
は
な

い
と
思

わ
れ

る

の

で
あ

る
。
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