
 

水
を
育
む
も
の
は 

会 

長 
 

内 

藤 

勝 

久 
 

〈
水
を
育
む
山
へ
の
恩
返
し
〉
に
と
始
め
た
植
林
活
動
も

５
年
に
な
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
方
々
か
ら
貴
重
な
お
話

を
伺
っ
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
し
て
知
識
も
か
な
り
増
え

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
中
で
も
樹
が
水
を
蓄
え
る
の
で
は

な
く
、
樹
が
土
壌
を
作
り
土
壌
が
水
を
育
む
こ
と
、
そ
し

て
１
cm
の
土
壌
を
作
る
の
に
１
０
０
年
か
ら
２
０
０
年

か
か
る
こ
と
、
土
壌
は
岩
石
の
接
着
剤
で
あ
り
汚
物
の
浄

化
装
置
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
今
後
の

活
動
を
進
め
る
上
で
大
き
な
自
信
と
な
り
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
百
年
後
の
森
の
姿
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
活
動
を
始
め
た
時
か
ら
気
に

か
か
っ
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
百
年
後
の
姿
を
な
ん
と
か

見
た
い
、
そ
し
て
さ
ら
な
る
確
信
を
得
た
い
と
考
え
、
去

る
５
月
11
日
四
国
の
別
子
銅
山
に
登
り
、
よ
う
や
く
念
願

を
果
た
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
こ
は
近
代
住
友
の
発

祥
の
地
と
し
て
有
名
で
、
最
盛
期
に
は
１
万
人
を
超
え
る

従
業
員
が
急
峻
な
川
に
沿
っ
て
住
み
、
銅
鉱
石
の
採
掘
か

ら
精
錬
ま
で
の
設
備
や
迎
賓
館
、
郵
便
局
、
映
画
館
な
ど

を
備
え
た
銅
の
一
大
生
産
基
地
で
し
た
。
し
か
し
精
錬
時

に
発
生
す
る
亜
硫
酸
ガ
ス
や
廃
液
な
ど
に
よ
り
大
規
模

な
公
害
が
発
生
し
た
た
め
、
莫
大
な
経
費
を
か
け
て
設
備

を
瀬
戸
内
海
の
四
阪
島
に
移
転
し
、
閉
山
し
た
あ
と
に
植

林
を
始
め
た
の
で
す
。
そ
れ
が
百
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
し

た
。
燃
料
用
の
樹
木
の
伐
採
と
煙
害
で
は
げ
山
と
な
っ
た

そ
の
あ
と
に
植
え
た
カ
ラ
マ
ツ
、
ス
ギ
、ヒ
ノ
キ
も
今
で
は

大
木
に
成
長
し
、
赤
茶
け
た
山
肌
を
覆
い
尽
く
す
ま
で
に

な
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
木
々
に
誘
わ
れ
て
自
然
植
生
も
始

ま
っ
て
い
て
、
百
年
後
の
わ
れ
わ
れ
の
活
動
の
姿
を
実
感

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
公
害
問
題
は
足
尾
銅
山
で
も
同
じ
頃
に
発

生
し
ま
し
た
が
、
公
害
対
策
が
遅
れ
、
代
議
士
田
中
正
造
が

明
治
天
皇
に
直
訴
し
た
話
は
有
名
で
す
。
公
害
に
正
面
か

ら
取
り
組
ん
だ
住
友
よ
り
も
足
尾
の
方
が
良
く
知
ら
れ
て

い
る
と
い
う
の
も
歴
史
の
皮
肉
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。 

 

大
滝
村
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
な
く
と
も
元

気
の
な
い
林
業
に
追
い
討
ち
を
か
け
て
い
る
も
の
が
あ
る

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
鹿
、
猿
、
猪
な
ど
の
獣
害
で
す
。
狼

と
い
う
食
物
連
鎖
の
頂
点
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
、
開
発

が
進
ん
だ
こ
と
も
大
き
な
原
因
で
す
が
、
丹
精
こ
め
て

作
っ
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
植
え
た
ば
か
り
の
ス
ギ
の
苗
が

無
残
に
食
い
あ
ら
さ
れ
る
様
を
見
る
の
は
や
り
き
れ
な
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。 

 

生
命
の
根
源
で
あ
る
水
。
そ
れ
を
育
む
森
林
は
、
山
村
の

人
々
が
あ
っ
て
こ
そ
守
ら
れ
て
い
ま
す.

。
水
源
の
森
を
守

る
大
滝
村
の
人
々
に
感
謝
し
、
同
時
に
「
水
源
の
森
は
み
ん

な
で
守
る
」
と
い
う
気
運
を
高
め
て
い
こ
う
で
は
な
い
で

す
か
。 
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４
月
29
日
「
緑
の
日
」
、
さ
わ
や
か
に
晴
れ
上

が
っ
た
空
の
下
、
県
の
広
報
紙
「
彩
の
国
」
の

一
般
公
募
で
応
募
さ
れ
た
方
や
会
員
・
ス
タ
ッ

フ
な
ど
１
０
０
名
余
が
参
加
し
、
大
滝
村
大
陽

寺
の
山
の
斜
面
に
ブ
ナ
や
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
な
ど

の
広
葉
樹
３
０
０
本
の
苗
を
植
林
し
ま
し
た
。

植
林
は
初
め
て
と
い
う
方
も
多
く
、
苗
を
一
本

一
本
丁
寧
に
植
え
る
姿
は
、
と
て
も
真
剣
で
、

子
供
と
と
も
に
家
族
ぐ
る
み
で
参
加
さ
れ
た

方
や
自
然
が
大
好
き
と
い
う
高
校
生
、
年
配
の

ご
夫
婦
な
ど
、
参
加
さ
れ
た
ど
の
方
も
、
山
仕

事
に
快
い
汗
を
流
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
自

然
環
境
へ
の
思
い
を
植
林
と
い
う
具
体
的
な

活
動
を
通
し
て
実
現
で
き
た
こ
と
は
、
大
き
な

成
果
で
し
た
。 

今
回
の
活
動
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
埼
玉
県

か
ら
は
植
林
地
の
整
備
か
ら
苗
の
準
備
、
植

林
指
導
ま
で
大
き
な
支
援
を
い
た
だ
き
、
大

滝
村
か
ら
は
心
の
こ
も
っ
た
昼
食
の
用
意
な

ど
数
々
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

  

               

                                 

                                 

2 
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■
植
林
さ
れ
た
樹
種
と
本
数 

       

■
植
林
地
（大
滝
村
大
血
川
上
流
大
陽
寺
域
） 

        

■
植
林
ま
で
の
準
備
（
地
拵
え 

4
月
12
日
） 
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ク
ラ 

ク
リ 

ト
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ナ
ラ 

ブ
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二
〇 

六
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五
〇 

二
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秩
父
の
森
の
見
か
た 

 

 
(1)

森
は
山
と
歴
史
を
語
る 

 

埼
玉
大
学
工
学
部
教
授 

 

佐 

々 

木 
 

寧 
 

戦
後
日
本
の
森 

 

１
９
８
０
年
代
、
日
本
植
生
史
の
編
纂
の
た
め
、

日
本
全
国
の
森
を
調
査
し
て
ま
わ
る
機
会
を
得
た
。

沖
縄
の
西
表
島
、
ヤ
ン
バ
ル
の
森
か
ら
北
海
道
の
襟

裳
岬
ま
で
で
あ
る
。
調
査
は
沖
縄
を
途
中
に
は
さ

み
、
九
州
・
屋
久
島
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
南
か
ら

順
々
に
進
め
ら
れ
た
。 

 

初
期
の
調
査
、
九
州
で
は
標
高
１
０
０
０
ｍ
以
上

の
山
は
全
て
登
る
こ
と
を
目
標
に
、
３
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
踏
査
し
て
い
っ
た
。
折

し
も
こ
の
時
代
、
日
本
は
高
度
成
長
期
に
あ
り
、
森

で
は
営
林
署
に
よ
る
大
掛
か
り
な
伐
採
が
急
速
に
進

行
し
て
い
た
。
日
本
の
森
を
知
る
の
に
、
自
然
の
森

を
調
査
し
な
い
こ
と
に
は
始
ま
ら
な
い
。
伐
採
に
追

わ
れ
な
が
ら
調
査
し
て
ま
わ
っ
た
と
い
う
印
象
が
今

も
強
く
残
っ
て
い
る
。
当
時
、
九
州
の
脊
梁
山
地
に

も
美
し
い
ブ
ナ
の
森
が
広
大
に
拡
が
っ
て
い
た
。
今

日
訊
ね
て
み
て
も
、
恐
ら
く
美
し
い
ブ
ナ
の
森
は
ほ

と
ん
ど
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は

九
州
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。 

 

日
本
は
先
進
国
中
、
類
を
見
な
い
森
林
国
と
い
わ

れ
て
い
る
。
国
土
の
60
％
以
上
を
森
が
占
め
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
９
割
以
上
が
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
で
あ
る
。
残
り
１
割
の
広
葉
樹
林

も
、
そ
の
ま
た
９
割
以
上
が
伐
採
後
に
再
生
し
た
二

次
林
で
あ
る
。 

 

戦
後
の
大
造
林 

 

太
平
洋
戦
争
後
、
荒
廃
し
た
野
山
へ
国
策
と
し
て

造
林
を
進
め
て
き
た
も
の
の
、
生
産
活
動
と
し
て
の

森
林
の
伐
採
も
同
時
に
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
造
林
に
し
て
も
、
日
本
人
の
几
帳
面
さ
が
か

え
っ
て
仇
と
な
り
森
を
傷
め
て
い
る
。
獣
も
通
れ
そ

う
も
な
い
急
斜
面
ま
で
も
植
林
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
急
傾
斜
の
多
い
秩
父
の
山
々
で
も
こ
う
し
た
光

景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
日
本
人
の
几
帳

面
さ
は
、
全
山
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
と
い
う
こ
と
も
や
っ

て
の
け
て
い
る
。
標
高
１
１
０
０
ｍ
程
の
九
州
の
あ

る
山
を
登
っ
た
時
、
麓
か
ら
山
頂
の
最
後
の
頂
ま
で

ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
に
覆
わ
れ
唖
然
と
し
た
も
の
だ
っ

た
。
途
中
の
山
道
で
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
以
外
の
木
は
、

わ
ず
か
２
～
３
本
し
か
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い

る
。
四
国
の
脊
梁
山
地
の
頂
に
立
っ
た
時
も
、
四
方

の
山
々
は
緑
の
海
で
あ
っ
た
が
、
よ
く
見
て
み
る

と
、
全
て
整
然
と
し
た
造
林
地
で
あ
っ
た
。
今
も
四

国
、
九
州
と
い
え
ば
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
材
の
一
大
生

産
地
で
あ
る
。 

 

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ 

 

建
材
用
の
木
材
に
は
、
一
般
に
針
葉
樹
が
使
わ
れ

る
。
日
本
で
は
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
カ
ラ
マ
ツ
、
中
国

で
は
や
は
り
杉
の
仲
間
の
コ
ウ
ヨ
ウ
ザ
ン
、
馬
尾

松
、
米
国
・
カ
ナ
ダ
で
は
ツ
ガ
類
、
欧
州
で
は
ト
ウ

ヒ
、
カ
ラ
マ
ツ
類
、
ア
カ
マ
ツ
類
で
あ
る
。
こ
う
し

た
針
葉
樹
が
利
用
さ
れ
る
の
は
、
主
幹
が
分
岐
せ

ず
、
ま
っ
す
ぐ
な
樹
形
に
あ
る
こ
と
。
角
材
な
ど
規

格
製
品
を
作
る
の
に
有
効
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ

る
。
広
葉
樹
の
中
で
も
、
熱
帯
林
（
例
え
ば
ラ
ワ
ン

材
）
が
も
て
は
や
さ
れ
る
の
は
、
幹
が
ず
ん
胴
で
分

岐
が
少
な
く
、
長
い
丸
太
状
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。 

針
葉
樹
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
材
木
に
樹
脂
（
松

脂
）
分
が
多
く
、
こ
れ
が
腐
敗
を
遅
ら
せ
長
持
ち
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
寒
冷
地
に
多
い
針
葉
樹
は
年
輪
も

混
み
、
硬
い
材
質
と
樹
脂
を
含
む
こ
と
で
良
質
な
建

材
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

か
く
し
て
、
戦
後
日
本
の
山
の
森
は
、
ス
ギ
、
ヒ

ノ
キ
の
造
林
地
へ
と
大
き
く
変
質
し
た
の
で
あ
る
。 

 

ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
天
然
林 

 

ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
は
日
本
の
固
有
種
で
あ
る
。
我
々

が
今
見
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
人
工
造
林
し
た
も
の
で
あ

4 
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る
。
し
か
し
、
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
の
天
然
林
も
存
在
す
る
。
現

在
天
然
林
が
あ
る
の
は
ご
く
限
ら
れ
て
お
り
、
い
わ

ゆ
る
屋
久
杉
、
秋
田
杉
、
熊
野
杉
と
称
さ
れ
る
ス
ギ

で
、
人
工
造
林
も
多
い
が
天
然
林
が
存
在
す
る
場
所

で
あ
る
。
ヒ
ノ
キ
で
は
木
曽
ヒ
ノ
キ
が
天
然
林
と
し

て
有
名
で
あ
る
。 

面
白
い
こ
と
に
こ
う
し
た
天
然
林
で
は
、
ス
ギ
と
ヒ

ノ
キ
が
混
在
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ス
ギ
の

場
合
は
、
モ
ミ
、
ツ
ガ
と
混
生
（
屋
久
島
の
例
）
、

ヒ
ノ
キ
の
場
合
は
サ
ワ
ラ
と
セ
ッ
ト
で
生
育
す
る

（
木
曽
）
（
図
２
参
照
）
。 

 

過
去
に
栄
え
た
遺
存
植
物 

 

ス
ギ
の
天
然
林
の
分
布
を
見
る
と
、
日
本
列
島
の

各
地
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
１
参

照
）
。
し
か
し
、
お
互
い
に
連
続
す
る
こ
と
は
な

い
。
ま
た
、
北
ア
ル
プ
ス
の
３
０
０
０
ｍ
近
い
亜
高

山
帯
か
ら
屋
久
島
の
亜
熱
帯
ま
で
分
布
し
て
お
り
、

現
在
の
気
候
条
件
と
は
全
く
関
係
し
て
い
な
い
。
唯

一
共
通
す
る
条
件
は
、
古
い
地
層
と
雨
量
が
多
く
、

水
に
恵
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。 

 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
分
布
形
態
を
示
す
か
と
い
え

ば
、
ス
ギ
は
、
過
去
の
主
に
第
三
紀
時
代
に
栄
え
た

植
物
で
あ
り
、
当
時
は
日
本
の
ほ
ぼ
全
体
に
分
布
し

て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
各
地
か
ら
埋
没

林
や
埋
没
木
が
地
中
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
箱
根

の
芦
ノ
湖
の
湖
底
に
も
ス
ギ
の
森
が
眠
っ
て
い
る
の

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。 

 

現
在
ま
で
生
き
残
っ
て
き
た
の
が
図
１
に
示
さ
れ

る
限
ら
れ
た
ス
ギ
の
天
然
林
で
あ
る
。
ス
ギ
は
生
き

た
化
石
的
存
在
、
遺
存
植
物
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
遺
存
植
物
は
、
ス
ギ
の
他
に
ヒ
ノ
キ
、
サ

ワ
ラ
、
コ
ウ
ヤ
マ
キ
、
ト
ガ
サ
ワ
ラ
、
チ
ョ
ウ
セ
ン

ゴ
ヨ
ウ
、
ア
ス
ナ
ロ
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
温
帯

針
葉
樹
と
呼
ば
れ
る
。
亜
高
山
帯
に
広
く
分
布
す
る

シ
ラ
ビ
ソ
や
ト
ウ
ヒ
な
ど
の
亜
高
山
性
針
葉
樹
類
と

区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

同
じ
よ
う
な
例
が
、
ア
メ
リ
カ
の
レ
ッ
ド
ウ
ッ
ド
、

セ
ン
ペ
ル
セ
コ
イ
ヤ
の
森
で
あ
る
。
お
隣
の
中
国
に

は
日
本
の
ス
ギ
に
非
常
に
よ
く
似
た
古
代
林
、
柳
杉

林
が
天
目
山
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
他
に
も
金
銭
松

（
カ
ラ
マ
ツ
）
、
イ
チ
ョ
ウ
な
ど
の
遺
存
植
物
が
数

多
く
生
育
し
て
い
る
。 

興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
遺
存
植
物
が
生
育
す
る

山
塊
も
、
一
歩
隣
の
山
に
入
る
と
全
く
生
育
し
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
に
み
る
特
性 

 

ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
、
材
と
し
て
の
値
段
で
み
る
と
、

ヒ
ノ
キ
は
ス
ギ
の
何
倍
も
高
価
で
あ
る
。
そ
の
代
わ

り
生
長
が
遅
く
回
転
が
遅
い
こ
と
に
な
る
。
一
方
、

ス
ギ
は
生
長
が
早
い
が
、
そ
の
分
、
材
が
軟
ら
か
く

値
段
は
安
い
。
約
30
～
40
年
で
伐
採
可
能
で
あ
る
。

ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
を
人
工
造
林
す
る
場
合
、
一
定
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
。
山
仕
事
す
る
人
た
ち
は
、
ス

ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
合
わ
せ
、
尾
根

部
に
は
ヒ
ノ
キ
、
谷
部
に
は
ス
ギ
を
植
え
る
こ
と
に

な
る
（
図
３
）
。 

 

さ
ら
に
荒
廃
し

て
乾
燥
す
る
山
で

は
、
ス

ギ
、
ヒ

ノ

キ
の
造
林
も
で
き

な
い
。
そ
こ
で

は

ア
カ
マ
ツ
、
カ
ラ

マ
ツ
を
植
え
ざ
る

を
得
な
い
。
ア
カ

マ
ツ
、
カ
ラ
マ
ツ

材

の

値

段

は

安

く
、
ほ
と

ん
ど

採

算
に
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
瀬
戸
内
海
地
方
の
雨

量
の
少
な
い
山
地
（
例
・
六
甲
山
）
や
活
火
山
の
火

山
灰
地
（
例
・
浅
間
山
、
軽
井
沢
）
な
ど
が
そ
の
例

で
あ
る
。 

 

森
を
見
て
山
を
判
断
す
る 

 

人
工
造
林
さ
れ
た
針
葉
樹
に
そ
れ
ぞ
れ
特
性
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
今
度
は
逆
に
、
我
々
が
山
の
森
を
眺

め
て
み
た
と
き
、
ど
の
針
葉
樹
が
多
い
の
か
、
あ
る

い
は
そ
の
量
的
割
合
で
、
そ
の
山
の
環
境
条
件
を
推

し
測
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
そ
の
目
安
で
あ

る
。
近
く
の
山
で
試
し
て
見
て
く
だ
さ
い
。 
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① 

ス
ギ
が
多
い 

雨
量
も
多
く
、
水
条
件
に
恵
ま
れ
た
山
。
緩
傾
斜

で
土
壌
条
件
も
良
好
な
山 

② 
ヒ
ノ
キ
が
多
い 

急
傾
斜
で
乾
燥
し
や
す
い
山
。
岩
盤
が
む
き
出
し

に
な
る
斜
面
も
あ
る 

③ 

カ
ラ
マ
ツ
が
多
い 

近
隣
に
活
火
山
が
あ
り
、
新
し
い
火
山
灰
や
ス
コ

レ
ア
が
堆
積
し
て
い
る
山 

④ 

ア
カ
マ
ツ
が
多
い 

も
っ
と
も
痩
せ
た
土
地
の
山
で
、
雨
量
も
少
な

く
、
乾
燥
し
、
岩
盤
地
が
多
い 

今
や
マ
ツ
タ
ケ
の
輸
出
国
、
韓
国
や
中
国
。
マ
ツ

タ
ケ
の
育
つ
ア
カ
マ
ツ
林
が
多
い
こ
と
を
意
味

し
、
山
と
し
て
は
最
悪
の
山
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

 

針
葉
樹
の
特
質 

 

材
と
し
て
は
有
用
な
針
葉
樹
も
、
別
の
視
点
か
ら

み
る
と
、
い
く
つ
か
の
欠
点
も
あ
る
。
針
葉
樹
は
一

般
に
減
極
性
で
表
面
に
根
を
張
っ
て
い
る
。
や
せ
た

岩
盤
地
で
も
生
育
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

一
方
、
広
葉
樹
は
深
根
性
で
、
地
中
深
く
根
を
張

る
も
の
が
多
い(

図
４
参
照)

。
こ
う
し
た
性
質
は
、
防

災
上
か
ら
み
る
と
、
斜
面
保
持
や
風
水
害
に
対
し
て

広
葉
樹
の
方
が
有
利
で
あ
る
。
そ
の
好
例
は
、
日
本

の
街
路
樹
に
は
針
葉
樹
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
き
わ
め

て
少
な
い
。
台
風
時
に
倒
木
し
や
す
い
か
ら
で
あ

る
。
日
本
の
野
山
が
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
一
斉
林
で
覆

わ
れ
る
こ
と
は
、
風
水
害
の
多
い
日
本
で
は
あ
ま
り

好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
大
雨
の
度
に

繰
り
返
さ
れ
る
、
土
砂
崩
れ
の
ニ
ュ
ー
ス
、
そ
の
多

く
は
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
た
人

災
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
。 

 

土
壌
の
生
成 

 

森
の
木
々
は
、
毎
年
落
葉
を
供
給
す
る
こ
と
で
土

壌
生
物
を
育
み
、
土
壌
を
豊
か
に
し
て
ゆ
く
。
し
か

し
、
針
葉
樹
の
場
合
、
葉
に
は
樹
脂
分
が
多
く
分
解

し
づ
ら
い
。
分
解
後
も
土
壌
を
酸
性
に
導
く
。
そ
の

極
端
な
形
が
、
強
酸
性
土
壌
の
ポ
ド
ソ
ル
土
壌
で
あ

る
。
一
方
、
広
葉
樹
は
葉
の
分
解
も
早
く
、
ま
た
広

葉
樹
林
の
場
合
、
構
成
す
る
樹
種
も
多
様
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
土
壌
に
ミ
ネ
ラ
ル
を
供
給
、
土
壌
を
豊
か

に
、
保
水
性
も
高
め
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の

代
表
的
な
森
林
土

壌
、
褐
色
森
林
土

壌
は
ブ
ナ
の
森
な

ど
の
広
葉
樹
林
で

形
成
さ
れ
る
土
壌

で
あ
る
。
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
の
モ
ノ
カ

ル

チ

ャ
ー

の

森

は
、
こ
こ
で
も
日

本
の
山
の
地
力
を

下
げ
て
い
る
の
で

あ
る
。 

 

秩
父
の
森 

 

全
国
の
天
然
の
森
を
見
て
き
た
私
か
ら
見
て
、
秩

父
の
森
、
と
く
に
入
川
渓
谷
に
あ
る
森
（
東
大
演
習

林
）
は
第
一
級
品
の
森
で
あ
る
。
本
物
の
「
日
本
の

自
然
の
森
」
を
理
解
す
る
上
で
、
貴
重
な
森
の
一
つ

で
あ
る
。
次
回
は
こ
の
秩
父
の
森
の
特
質
に
つ
い
て

語
ろ
う
。 

  

森
に
接
す
る
と
き
、
そ
の
森
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
や

由
来
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
地

質
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
か
な
か
な
か
分
か
り
に

く
い
も
の
で
す
。
佐
々
木
先
生
に
は
、
植
物
生
態
学

の
専
門
的
な
立
場
か
ら
、
豊
か
な
森
林
植
生
を
残
す

秩
父
の
森
の
観
察
の
し
か
た
・
見
か
た
に
つ
い
て
、

何
回
か
に
わ
け
て
、
分
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

     

6 

図４. 針葉樹と広葉樹の根茎のちがい 

さ
さ
き 

や
す
し 

埼
玉
大
学
工
学
部
建
設
工
学
科
・
教
授
。
生
態
系
に
配
慮
し
た
環
境
緑
化
に

関
す
る
調
査
研
究
を
中
心
に
、
「
河
川
堤
防
の
植
生
管
理
計
画
の
立
案
」
や

「
河
川
に
お
け
る
生
物
環
境
の
評
価
手
法
の
確
立
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
」
に

取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
荒
川
河
川
敷
の
「
サ
ク
ラ
ソ
ウ
自
生
地
」
の
保
全

活
動
に
つ
い
て
も
、
学
生
と
と
も
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
「
21
世
紀
の
環
境
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
課
題
に
も
、

環
境
先
進
国
と
い
わ
れ
る
Ｅ
Ｕ
、
特
に
ド
イ
ツ
で
の
環
境
政
策
の
動
向
を
調

査
し
、
日
本
へ
の
応
用
の
可
能
性
を
探
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 
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ミ
ズ
ナ
ラ
ど
ん
ぐ
り
の
育
苗 

植
物
担
当 

市
川
嘉
一 

  

こ
の
２
年
、
当
会
は
地
元
の
樹
木
を
用
い
て
の
植
生
回

復
を
目
指
し
、
東
大
演
習
林
か
ら
供
給
さ
れ
た
ブ
ナ
の
苗

を
、
標
高
１
５
０
０
～
１
６
０
０
ｍ
の
和
名
倉
山
の
カ
ラ

マ
ツ
林
内
の
緩
傾
斜
地
に
植
え
て
き
ま
し
た
。
今
後
は
作

業
道
付
近
の
緩
傾
斜
地
ば
か
り
で
な
く
、
仁
田
小
屋
尾
根

南
面
の
急
傾
斜
地
に
も
植
林
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。 

 

そ
の
際
、
ブ
ナ
よ
り
も
乾
燥
に
強
い
ミ
ズ
ナ
ラ
の
苗
が

必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
寿
命
約
３
０
０
年
の

ブ
ナ
科
ブ
ナ
属
の
ブ
ナ
に
比
べ
ブ
ナ
科
コ
ナ
ラ
属
の
ミ
ズ

ナ
ラ
は
長
い
も
の
で
は
２
０
０
０
年
も
の
寿
命
が
あ

り
、
萌
芽
力
も
大
き
な
強
い
木
で
す
。
こ
の
ミ
ズ
ナ
ラ
も

か
つ
て
は
秩
父
の
山
に
普
通
に
生
え
て
い
ま
し
た
。 

 

幸
い
今
秋
、
東
大
の
樹
木
林
で
ミ
ズ
ナ
ラ
ど
ん
ぐ
り
の

採
集
が
許
可
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
当
会
は
ミ
ズ
ナ
ラ
ど
ん

ぐ
り
の
育
苗
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

育
苗
方
法
（
案
） 

1. 

深
さ
30
cm
位
に
掘
り
返
し
た
苗
床
を
作
っ
て
お
く
。

（
床
作
り
） 

2. 

ど
ん
ぐ
り
は
乾
燥
に
弱

い
の
で
、
落
ち
た
ば
か

り
の
新
し
く
て
な
る
べ

く
大
き
な
ど
ん
ぐ
り
を

拾
う
。
（
採
種
） 

3. 

通
気
の
良
い
袋
（
ビ

ニ
ー
ル
袋
は
蒸
れ
る
の

で
良
く
な
い
）
に
入
れ

て
持
ち
帰
る
。
（
運

搬
） 

4. 

ど
ん
ぐ
り
を
水
に
入
れ

て
、
浮
く
も
の
は
大
き
な
虫
食
い
が
あ
る
の
で
取
り
除

く
。
（
水
選
） 

5. 

苗
床
に
３
～
５
cm
の
深
さ
の
穴
（
深
す
ぎ
る
と
芽
が
出

な
い
）
を
開
け
、
ど
ん
ぐ
り
を
横
倒
し
に
し
て
播
き
土

を
被
せ
る
。
（
播
種
）
１
ｍ
四
方
に
36
個
位
が
基
準
の

密
度
。 

6. 

苗
床
の
上
に
ワ
ラ
や
落
ち
葉
な
ど
を
多
く
載
せ
、
乾
燥

か
ら
防
ぐ
。
（
保
湿
） 

7. 

３
月
半
ば
過
ぎ
、
雨
が
降
っ
て
土
に
湿
気
が
戻
っ
て
き

た
ら
ワ
ラ
な
ど
を
除
け
る
。
（
芽
出
し
） 

8. 

芽
が
出
て
葉
も
広
が
り
成
長
す
る
間
は
周
囲
の
雑
草
を

取
り
除
く
。
（
除
草
） 

9. 

10
月
の
終
わ
り
頃
掘
り
起
こ
し
、
30
cm
位
に
伸
び
た

根
を
上
か
ら
15
～
20
cm
の
所
で
切
り
、
植
え
直
す
。

（
根
切
り
、
床
替
え
）
１
ｍ
四
方
に
９
本
位
の
密
度

で
。 

10. 

除
草
し
な
が
ら
３
、
４
年
し
て
１
～
1,5
ｍ
ま
で
育
っ
た

ら
、
10
月
終
わ
り
に
掘
り
起
こ
し
て
根
回
し
し
、
植
え

直
す
。
（
根
回
し
） 

11. 
春
、
植
林
前
に
掘
り
起
こ
し
、
根
巻
き
を
し
て
植
林
地

へ
運
び
、
植
林
す
る
。
（
根
巻
き
、
植
林
） 

  

図
と
育
苗
方
法
の
一
部
は
北
海
道
林
業
改
良
普
及
協
会

「
広
葉
樹
育
成
ガ
イ
ド
・
ミ
ズ
ナ
ラ
林
の
育
成
技
術
」
と

斎
藤
新
一
郎
著
「
木
と
動
物
の
森
づ
く
り
」
よ
り
引
用
し

ま
し
た
。 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● 

Ｎ
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法
人
化
準
備
の
経
過
報
告 

 
 
 
 
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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前
回
の
会
報
で
お
伝
え
し
た
と
お
り
、
現
在
私
達

は
「
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
」
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
に

む
け
て
準
備
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
認
可
を
県
か
ら

受
け
る
た
め
に
は
、
様
々
な
資
料
を
作
成
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
す
が
、
９
月
１
日
、
埼
玉
大
学
内
の

「
百
年
の
森
テ
ラ
ス
」
で
行
わ
れ
た
常
務
理
事
会
で

は
定
款
の
検
討
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

定
款
づ
く
り
は
、
団
体
の
目
的
や
事
業
内
容
、
将

来
の
展
望
な
ど
、
団
体
の
活
動
と
組
織
の
一
番
大
切

な
こ
と
を
決
め
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
組
織
づ
く

り
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
の
準
備

に
お
い
て
最
も
大
切
な
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。 

 

今
回
の
常
務
理
事
会
で
は
、
定
款
作
成
の
書
式
に

従
っ
て
作
成
し
た
お
お
ま
か
な
骨
組
み
に
、
「
百
年

の
森
づ
く
り
の
会
」
の
活
動
理
念
や
将
来
の
展
望
と

い
っ
た
肉
付
け
を
し
て
い
く
た
め
に
、
一
項
目
づ
つ

議
論
を
交
わ
し
な
が
ら
作
成
し
て
い
く
と
い
う
作
業

を
行
い
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
ま
だ
推
敲
す
べ
き

点
が
多
々
あ
り
完
成
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
の
実
現
に
向
け
て
少
し
前
進
を
す
る

こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
今
後
の
常
務

理
事
会
で
は
、
今
回
決
め
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
箇

所
を
決
定
し
、
よ
り
細
部
ま
で
検
討
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

野
原
麗
良 

7 

和名倉百年の森 第４号 2002.9.30 

ミズナラのどんぐり（堅果） 

ミズナラの一年生苗 



第
十
回
百
年
の
森
づ
く
り
ワ
ー
ク
報
告 

 
  
   

  

期 

日 
 

２
０
０
２
年
６
月
７
日
～
９
日 

 
  
   

  

参
加
者 

 

22
名 

 
 

植
林
担
当 

高
岡
正
彦 

 

「
百
年
の
森
づ
く
り
ワ
ー
ク
」
と
は
、
大
滝
村
和
名
倉
山

に
水
を
育
む
広
葉
樹
の
森
を
つ
く
る
活
動
と
し
て
、
１
９

９
６
年
よ
り
春
秋
年
２
回
行
っ
て
い
る
現
地
作
業
の
こ
と

で
す
。 

 

最
初
の
５
年
間
は
、
ス
ズ
タ
ケ
に
お
お
わ
れ
た
村
有
道

を
作
業
道
と
し
て
復
旧
す
る
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
大
変

な
作
業
で
し
た
が
、
２
０
０
０
年
秋
に
村
有
道
を
頂
上
ま

で
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
台
風
に
よ
る
土
砂
崩
れ
や
路
肩
の
崩
落
で
仁
田

小
屋
尾
根
の
作
業
道
に
行
く
た
め
の
雲
取
林
道
そ
の
も
の

が
車
で
は
入
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
二
十
一
世

紀
最
初
の
年
に
植
林
を
し
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
、
２
０

０
１
年
６
月
、
ブ
ナ
の
苗
や
荷
物
を
リ
ヤ
カ
ー
に
載
せ
て

人
力
で
林
道
を
運
び
、
標
高
１
５
０
０
ｍ
の
仁
田
小
屋
尾

根
に
第
一
回
の
植
林
（
ブ
ナ
13
本
）
を
行
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
こ
を
「
一
歩
の
森
」
と
命
名
し
ま
し
た
。 

 

今
回
の
植
林
に
あ
た
り
、
崩
落
し
た
林
道
（
鮫
沢
橋
付

近
）
の
路
肩
工
事
は
県
に
よ
っ
て
、
林
道
の
落
石
物
の
除

去
は
大
滝
村
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
林
道
の

復
旧
で
、
植
林
活
動
は
と
て
も
楽
に
な
り
ま
し
た
。
県
、

大
滝
村
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

 

２
０
０
２
年
３
月
、
偵
察
の
た
め
に
「
一
歩
の
森
」
へ

行
く
と
、
苗
の
食
害
を
防
ぐ
た
め
に
張
っ
た
ネ
ッ
ト
に
大

き
な
雄
鹿
が
角
を
絡
ま
せ
て
死
ん
で
い
ま
し
た
。
鹿
よ
け

に
は
効
果
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
山
に

住
む
動
物
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
て
は
も
と
も
こ
も
な
い
の

で
、
ネ
ッ
ト
を
撤
去
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
２
回
の
偵
察
で
、
林
道
終
点
の
ゲ
ー
ト
か
ら
直

接
尾
根
に
取
り
付
く
新
し
い
ル
ー
ト
を
確
認
し
、
第
二
回

植
林
地
の
確
認
の
あ
と
、
ブ
ナ
の
苗
の
調
達
を
行
い
ま
し

た
。 

 

６
月
７
日 

 

先
発
隊
６
名
で
食
料
買
い
出
し
、
装
備
の
調
達
（
大
滝

村
よ
り
）
、
テ
ン
ト
張
り
を
行
い
、
ワ
ー
ク
の
準
備
を
し

ま
し
た
（
ゲ
ー
ト
前
駐
車
場
に
て
キ
ャ
ン
プ 

テ
ン
ト

泊
）
。 

 

６
月
８
日 

 

早
朝
、
秩
父
の
建
築
士
の
野
沢
さ
ん
達
と
合
流
。
か
つ

て
造
林
作
業
に
使
わ
れ
て
い
た
仁
田
小
屋
の
修
復
班
と
し

て
新
ル
ー
ト
で
入
山
し
ま
し
た
。
今
回
の
ワ
ー
ク
は
植
林

作
業
の
ほ
か
、
老
朽
化
の
著
し
い
仁
田
小
屋
を
修
復
す
る

作
業
も
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
他
の
メ
ン
バ
ー

も
ゲ
ー
ト
に
集
結
、
ブ
ナ
の
苗
も
届
き
、
植
林
作
業
班
と

し
て
入
山
し
ま
し
た
。 

 

植
林
作
業
班
が
仁
田
小
屋
に
つ
い
た
と
き
に
は
仁
田
小

屋
修
復
班
は
、
だ
い
ぶ
作
業
が
進
め
て
い
ま
し
た
。
こ
こ

で
早
昼
食
と
し
ま
し
た
。 

 

第
一
回
植
林
の
と
き
ブ
ナ
の
苗
が
左
右
の
木
に
引
っ
か

か
り
、
運
び
づ
ら
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
仁
田
小
屋
よ
り
、

沢
沿
い
に
上
が
る
ル
ー
ト
で
登
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
沢
沿
い
は
立
木
は
少
な
い
も
の
の
、
足
場
が
悪

く
、
急
登
が
続
き
ま
す
。
さ
ら
に
最
後
ま
だ
少
し
藪
が
あ

り
ま
す
。
犬
ブ
ナ
平
に
着
い
た
と
き
は
、
皆
少
々
へ
ば
っ

て
い
ま
し
た
。
犬
ブ
ナ
平
か
ら
一
歩
の
森
ま
で
10
分
、
さ

ら
に
仁
田
小
屋
の
頭
ま
で
10
分
、
さ
ら
に
第
二
回
植
林
地

ま
で
10
分
か
か
り
ま
す
。
休
み
休
み
歩
い
て
、
何
と
か
第

二
回
植
林
地
に
着
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
一
歩
の
森
の

よ
う
な
広
い
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
の
で
、
陽
の
光
が
射
し
込

む
と
こ
ろ
数
カ
所
の
ス
ズ
タ
ケ
を
坪
刈
り
し
て
植
林
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
４
、
４
、
３
、
２
本
に
分
け
て
計
13

本
植
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
何
と
か
植
え
ら
れ
た
の
で

す
が
、
ス
ズ
タ
ケ
の
根
が
か
な
り
深
く
、
あ
ま
り
掘
り
下

げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
根
付
く
か
心
配
で
す
。 

 

帰
り
に
、
一
歩
の
森
を
観
察
し
ま
し
た
。
昨
年
植
林
し

た
13
本
中
５
本
は
葉
が
つ
い
て
い
て
、
芽
を
付
け
て
い
る

の
も
あ
り
ま
し
た
。
１
回
の
植
林
場
所
で
１
本
の
母
樹
が

育
て
ば
最
高

な
こ
と
な
の

で
、
５
本
が

根
付
い
て
い

る
こ
と
は
上

出

来

だ

と

思
っ
て
い
ま

す
。 

 

植
林
作
業

班
が
仁
田
小

屋
に
戻
っ
た

と
き
に
は
、

仁
田
小
屋
修

復
班
に
よ
っ

て
小
屋
の
整

備
は
あ
ら
か

和名倉百年の森 第４号 2002.9.30 
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た
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
修
復
作
業
は
後
日
改
め
て
す
る

こ
と
に
し
て
、
今
回
の
ワ
ー
ク
作
業
を
終
え
、
下
山
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

キ
ャ
ン
プ
に
戻
り
、
夜
遅
く
ま
で
、
こ
れ
ま
で
の
作
業

の
こ
と
、
今
回
の
作
業
の
こ
と
、
こ
れ
か
ら
の
作
業
の
こ

と
を
語
り
合
い
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
今
回
は
お
誘
い
の
案
内
が
遅
か
っ
た
た

め
、
前
回
ほ
ど
の
参
加
人
数
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

新
た
に
中
学
生
が
一
人
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
植
林
活

動
は
人
力
で
地
道
な
作
業
で
す
が
、
そ
の
活
動
は
確
実
に

広
が
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

そ
の
後
、
仁
田
小
屋
修
復
作
業
は
、
７
月
６
～
７
日
に

埼
大
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
員
な
ど
15
人
で
、
廃
材
の

整
理
や
基
礎
づ
く
り
の
た
め
の
石
並
べ
の
作
業
を
行
な
い

ま
し
た
。
次
回
の
ワ
ー
ク
で
も
、
作
業
を
予
定
し
て
い
ま

す
。 

           
 

 大
滝
村
森
林
エ
コ
ツ
ア
ー
モ
ニ
タ
募
集
の
お
願
い 

  

秩
父
多
摩
国
立
公
園
の
山
々
に
抱
か
れ
た
大
滝
村
は
、
豊
か

な
森
と
清
ら
か
な
水
に
恵
ま
れ
、
そ
こ
に
営
ま
れ
る
山
峡
の

人
々
の
暮
ら
し
と
共
に
、
美
し
い
景
観
を
見
せ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
他
の
山
間
地
域
同
様
に
大
滝
村
は
、
過
疎
・
高
齢
化
と

い
う
問
題
を
か
か
え
、
地
域
社
会
の
急
激
な
変
化
に
悩
ん
で
い

ま
す
。
地
域
社
会
の
活
性
化
・
再
生
を
目
指
す
視
点
か
ら
、
こ

の
豊
か
な
自
然
を
利
用
し
て
新
た
な
産
業
は
、
成
り
立
た
な
い

も
の
で
し
ょ
う
か
。
新
し
い
観
光
の
形
で
あ
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ

ム
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
、
大
滝
村
を
見
直
し
、
産
業
と
し

て
成
り
立
つ
た
め
の
必
要
な
基
盤
（
物
的
・
人
的
・
制
度
的
）

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
試
験

的
な
エ
コ
ツ
ア
ー
を
実
施
し
、
皆
様
の
貴
重
な
ご
意
見
、
感
想

を
お
寄
せ
い
た
だ
い
て
、
大
滝
村
で
の
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
可

能
性
を
実
証
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
「
大
滝
村
森
林
エ
コ
ツ
ア
ー
モ
ニ
タ
」

と
し
て
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
左
記
の
通
り
、
ご
案
内

申
し
上
げ
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

東
京
大
学
農
学
生
命
科
学
研
究
科 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森
林
利
用
学
研
究
室 

貝
瀬
朋
子 

                    

記 

日 
 

時 

10
月
5
日
（
土
）
及
び
10
月
6
日
（
日
） 

10
時
30
分 

秩
父
鉄
道
三
峰
口
駅
集
合
（
マ
イ
ク

ロ
バ
ス
等
用
意
） 

概 
 

要 

紅
葉
の
始
ま
っ
た
入
川
渓
谷
で
、
川
と
山
と
人
と

の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、
地
元
の
ガ
イ
ド
か
ら
説

明
を
受
け
な
が
ら
、
森
林
散
策
を
行
い
ま
す
。 

実
施
場
所  

東
京
大
学
演
習
林
内
入
川
渓
谷
（
川
又
～
赤
沢
出

合
い
付
近
）
。
両
日
と
も
同
じ
コ
ー
ス 

募
集
人
数 

５
日
・
６
日
両
日
と
も
10
人
前
後 

参
加
資
格  

成
人
で
、
普
通
程
度
の
体
力
の
あ
る
方 

持
ち
物 

 

昼
食
・
水
筒
・
雨
具
・
筆
記
用
具 

そ
の
他 

 

ツ
ア
ー
終
了
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
入
川
の
エ
コ
資
源

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
、
ガ
イ
ド
に
求
め
ら
れ
る
も
の

を
中
心
に
質
問
の
予
定
。
ま
た
、
ツ
ア
ー
中
は
ツ

ア
ー
参
加
者
の
行
動
観
察
を
行
う
者
（
ガ
イ
ド
と

は
別
）
が
同
行
し
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。 

和名倉百年の森 第４号 2002.9.30 

連絡先： 東京大学農学生命科学研究科 

          森林利用学研究室 貝瀬朋子 

          〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1 

          TEL.03-5841-5205（内線）25205 

          FAX.03-5841-7553  

          E-mail：iseyan@uf.a.u-tokyo.ac.jp 
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■平成１４年度上期の活動報告 

●「荒川源流森づくり体験」開催 
4月29日（月）みどりの日に地元大滝村と埼玉県のご協力

をいただき、大滝村、大血川太陽寺の杉伐採地の山の斜面

に、ブナ・コナラ・ミズナラ・トチノキ・クリ・ヤマザク

ラの苗木300本を植えました。当日は､会員のほか一般県民

を含め87名の参加をえて、無事終了しました。（詳細別

掲） 

●平成１４年度第２回通常総会開催 
5月19日（日）午後２時から大宮ソニックシティビル４階 

市民ホールにおいて、第２回通常総会を開催しました。 
当日は、80名が参加し、平成13年度事業報告・決算報

告、平成14年度事業計画・事業予算を審議し、原案通り承

認されました。 
総会後、記念講演会を開催し、「農業から環境を考え

る」をテーマに、埼玉大学 経済学部教授 西山賢一氏に

お話いただきました。 
講演終了後、懇親会が開催され、それぞれ山への想いを

語り合い、和気藹々のうちに終了しました。 

●第10回百年の森づくりワーク実施 
6月7日（金）～9日（日）に和名倉山の第10回百年の森

ワークを実施しました。当日は22名の参加をいただき、第

２回の植林を実施し、ブナの苗木13本を植樹しました。

（詳細別掲） 

●和名倉山仁田小屋改修工事作業実施 
当会では、和名倉山の植林の中継地として利用するた

め、仁田小屋改修工事をすすめています。 
７月６日（土）～７日（日）に、15名の参加をいただ

き、改修工事の基礎をつくる石運びと小屋の廃材の焼却作

業を実施しました。 

 
■今後の活動計画について 

●「荒川源流森づくり体験」大陽寺植林地 および

東大演習林「樹木園」観察会開催 
日 時： 9月29日（日）10：00 
秩父鉄道 三峰口駅集合 
場 所： 大血川大陽寺植林地 
     東大演習林「樹木園」 
参加者： 第1回森づくり体験参加者 約70名 

●第11回百年の森ワーク実施 
開催日： 10月25日（金）～27日（日） 
作 業： 第３回植林地整備（2003年春植林予定） 

        仁田小屋改修作業 
       第１・２回植林地観察、1800ｍ付近偵察         
 

参加ご希望の方は、10月15日（火）までに、下記事務局

宛て、電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてご連絡ください。 
参加者には後日詳細をご案内します。 

［連絡先］ 
〒336-0015 さいたま市太田窪２０３４－１ 
百年の森づくりの会 会長 内藤 勝久 
ＴＥＬ ０４８－８８５－６６９７ 
ＦＡＸ ０４８－８８２－０２４５ 
Ｅ－mail   nai toh@saitama-j .or . jp 

●百年の森交流会in埼玉大学大学祭（むつめ祭） 
日 時：11月２日（土）13：00～16：00 
場 所：埼玉大学内 百年の森テラス 
    〒338-8570 さいたま市下大久保255 

ＪＲ京浜東北線 北浦和駅下車 国際興業バス

（埼玉大学行き）20分 
ＪＲ埼京線 南与野駅下車 国際興業バス（埼

玉大学行き）10分 
内 容：「百年の森づくりの会」活動状況の展示 
    会員の皆様との交流会 

＊当日は、簡単な食事・飲み物を用意しますのでお気軽に

ご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

■新入会員（会員番号 氏名 住所）2002.3.16～9.15入会分 

352 ㈱アイネット 横浜市西区／353 関口富士江 久喜市／

354 東京損害保険代理業協会 千代田区／355 小林 恒夫 

さいたま市／356 永嶋 彰 川越市／357安倍弘子 久喜市／

358 宮川 千賀子 久喜市／359 中村藤男  川 越 市 ／ 360 

東 和枝 さいたま市／361 薄井 俊二 さいたま市／362 井上

一也 さいたま市／363 半澤和歌 久喜市／364（財）ｻｲｻﾝ環

境保全基金 さいたま市／365 狩野 一子 横浜市青葉区／

366 飯星宏徳 岩槻市／367 伏見 譲 さいたま市／368 平

田源一郎 さいたま市／369 籠島延隆 さいたま市／370 三

上 健蔵 さいたま市／371 宮澤 忠昭 さいたま市／372 高窪

昭雄 さいたま市／373 森谷 雄吉 さいたま市／374   大熊繁

紀 さいたま市／375 大竹功一 さいたま市／376 佐藤清章 

さいたま市／377 安田 恒 練馬区／378安井弘之 練馬区／

379 室久保貞一 深谷市／380  児玉徳夫 さいたま市／381 

山内 一浩 さいたま市／382 塚本高志 さいたま市／383 ｸ

ﾘｰﾝｼｽﾃﾑ浦和 さいたま市／384 ｻｲﾃﾞﾝ化学㈱ 中央区／

385 ｹﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ さいたま市／386 尾張屋 さいたま市／

387 平和産業㈱ さいたま市／388 ＦＭ ＮＡＣＫ５ さいたま市

／389 明石栄嗣 吉川市／390 山田和子 久喜市／391 大

東英祐 練馬区／392 藤川喜也 東久留米市／393 大倉み

ゆき 横浜市旭区／394 岡田 洋民 深谷市／395 中崎章夫 

松戸市／396 小海一臣 足立区／397 田村秀雄 台東区／

398 市川 馨 台東区／399 黒川 薫雄 足立区／400 佐藤 
浩一郎 北区／401矢向敏和 台東区／402 坂本和穂 さい

たま市／403 井坂正巳 葛飾区／404 佐藤 格 葛飾区／

405 寺田輝明 台東区／406 加藤 昇 川越市／407 鈴木哲

夫 川口市／408 黒須三惠 白岡町／409 藤森賢二 水戸

市／410 平野祥子 草加市／411 野口秀子 越谷市／412 

藤井良介 皆野町／413 千田浩子 八潮市／414 平山冨美

子  

■会員募集しています。 
年会費 個人会員    ２，０００円* 

    法人会員   １０，０００円* 

＊複数年の納入も可能です。 

郵便振替 00140-0-555239 百年の森づくりの会 

銀行振込 あさひ銀行 南浦和支店 
     普通預金口座 Ｎｏ ３８３５６６６ 
     百年の森づくりの会 会長 内藤 勝久 
 

お問い合わせ先： 会計担当 東 克明 

TEL048-666-7053 E-mail k-azuma@pop16.odn.ne.jp 
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