
 

循
環
型
社
会
の
源
流 

会 

長 
 

内 

藤 

勝 

久 
  

和
名
倉
山
で
の
植
林
を
始
め
て
六
年
目
、
お
蔭
様

で
年
々
活
動
の
輪
が
広
が
り
会
員
も
四
八
〇
名
と
な

り
ま
し
た
。
和
名
倉
山
の
造
林
小
屋
の
基
礎
も
で
き

た
し
、
五
歳
の
少
女
か
ら
六
九
歳
の
男
性
ら
一
〇
八

名
が
昨
年
の
緑
の
日
に
、
大
陽
寺
の
裏
山
に
植
え
た3

三
〇
〇
本
の
苗
木
も
順
調
に
育
っ
て
い
ま
す
。
一
歩

の
森
の
ブ
ナ
達
も
厳
し
い
環
境
に
も
め
げ
ず
成
長
し

て
い
ま
す
。
荒
川
の
洪
水
を
防
ぐ
た
め
に
水
源
に
木

を
植
え
よ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
団
体
も
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
の
よ
う
に
五
年
間
の
活
動
は
、
徐
々
に
成
果

も
上
が
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
五
年
間
は

十
年
の
節
目
を
意
識
し
て
、
後
世
に
繋
が
る
よ
う
な

具
体
的
な
目
標
を
定
め
、
大
き
な
夢
の
実
現
に
邁
進

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
夢
が
大
き
す
ぎ
て
優
先
順
位

を
つ
け
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
列
挙
す

れ
ば
①
会
員
増
加
、
②
一
般
参
加
可
能
な
植
林
の
場

所
の
確
保
、
③
植
林
の
基
地
づ
く
り
、
④
小
学
生
や

中
学
生
と
の
連
携
、
⑤
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
、
⑥

大
滝
村
の
活
性
化
策
な
ど
と
な
り
ま
す
。
と
く
に
④

は
将
来
を
担
う
後
継
者
の
養
成
に
も
繋
が
る
最
重
要

テ
ー
マ
で
あ
り
、
埼
玉
大
学
や
各
教
育
委
員
会
と
一

体
と
な
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
が
必
要
と
な
り
ま

す
。 

 

こ
の
う
ち
②
に
つ
い
て
は
候
補
地
も
確
定
し
て
い

る
の
で
、
あ
と
は
埼
玉
大
学
の
教
官
や
学
生
と
埼
玉

県
お
よ
び
大
滝
村
の
専
門
家
を
交
え
て
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
を
つ
く
る
だ
け
、
③
に
つ
い
て
は
上
屋
を
立

て
る
だ
け
（
資
金
の
問
題
）
、
⑤
に
つ
い
て
は
埼
玉

大
学
内
の
「
百
年
の
森
テ
ラ
ス
」
に
開
設
す
る
だ
け

（
人
の
問
題
）
、
い
ず
れ
も
早
期
の
実
現
が
可
能
で

す
。
実
現
す
れ
ば
お
の
ず
か
ら
会
員
も
増
え
る
だ
ろ

う
し
、
小
学
生
や
中
学
生
に
も
呼
び
か
け
や
す
く
な

り
、
さ
ら
に
大
滝
村
を
訪
れ
る
人
が
増
え
る
の
で
村

が
活
性
化
す
る
こ
と
請
け
合
い
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
今
年
は
京
都
、
大
阪
、
滋
賀
の
二
府
一

県
で
「
第
三
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
開
催
さ
れ

ま
す
。
水
を
育
む
山
へ
の
恩
返
し
を
コ
ン
セ
プ
ト
に

始
め
た
我
々
の
植
林
活
動
が
、
上
記
の
よ
う
に
第
二

ス
テ
ー
ジ
を
迎
え
る
時
期
に
開
催
さ
れ
る
の
も
我
々

に
と
っ
て
は
フ
ォ
ロ
ー
の
風
で
す
。
神
話
の
時
代
か

ら
木
の
神
を
崇
拝
し
、
九
世
紀
に
は
環
境
保
全
条
例

を
定
め
、
稲
や
牡
蠣
を
育
て
る
た
め
に
山
に
木
を
植

え
て
き
た
日
本
人
の
叡
智
や
技
術
を
世
界
に
示
す
ま

た
と
な
い
好
機
で
も
あ
り
ま
す
。
日
本
が
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
し
米
の
文
化
を
共
有
す
る
ア
ジ
ア
諸

国
と
力
を
合
わ
せ
、
世
界
の
水
問
題
の
解
決
に
立
ち

あ
が
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。 

 

お
よ
そ
百
年
前
に
内
村
鑑
三
は
植
林
こ
そ
国
の
最

大
の
事
業
と
喝
破
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
例
に
戦
争
よ

り
も
植
林
が
国
の
繁
栄
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
植
林
の
効
果
で
最
も
高
貴
な
も
の
は
国

民
の
精
神
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
敗
戦
に
よ
っ

て
失
望
し
た
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
精
神
が
荒
野
で
の
植

林
の
成
功
に
よ
っ
て
一
変
し
た
と
い
う
の
で
す
。 

 

も
う
十
年
も
日
本
が
閉
塞
感
か
ら
脱
出
で
き
な
い

で
い
る
最
大
の
理
由
は
、
日
本
人
の
心
の
荒
廃
で
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
荒
廃
し
た
心
を
癒
し
「
夢
と
勇

気
」
を
呼
び
覚
ま
す
に
は
植
林
が
一
番
で
す
。
若
者

達
は
、
植
林
が
循
環
型
社
会
の
源
流
で
あ
る
こ
と
を

知
り
、
植
林
活
動
に
携
わ
る
こ
と
の
意
義
を
確
信
し

元
気
を
取
り
戻
し
て
く
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 
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秩
父
の
森
の
見
か
た 

 
 

（2）
荒
川
源
流
の
森
は
日
本
の
へ
そ 

 

埼
玉
大
学
工
学
部
教
授 

佐 

々 

木 
 

寧 

 

森
の
歴
史 

 

歴
史
を
重
ね
た
文
化
・
文
明
が
人
類
に
あ
る
よ
う

に
、
森
に
も
歴
史
性
が
あ
る
。
数
百
万
年
、
数
十
万

年
の
地
史
的
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
森
と
、
地
史

的
に
わ
ず
か
数
万
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
森
と
で

は
森
の
造
り
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
人
間
の
歴
史

の
積
み
重
ね
を
「
文
化
・
文
明
」
と
す
る
な
ら
ば
、

森
の
歴
史
は
「
生
物
多
様
性
」
と
か
「
森
の
生
態

系
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
少
し
具
体
的
に

話
し
て
み
よ
う
。
関
東
平
野
の
内
、
低
地
と
い
わ
れ

る
場
所
、
例
え
ば
埼
玉
県
で
は
見
沼
田
圃
地
域
な
ど

は
一
万
年
前
に
は
海
の
底
で
あ
っ
た
。
一
方
、
台
地

と
い
わ
れ
る
浦
和
・
大
宮
台
地
は
、
数
万
年
前
に
は

海
底
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
富
士
や
箱
根
の
火
山
活

動
で
噴
出
し
た
火
山
灰
が
海
底
に
厚
く
堆
積
し
、
そ

の
後
に
隆
起
し
て
陸
に
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。
そ
う

し
て
見
る
と
我
々
の
周
り
に
あ
る
関
東
平
野
の
森

は
、
少
な
く
と
も
数
万
年
よ
り
古
い
歴
史
を
持
つ
こ

と
は
あ
り
得
な
い
、
新
し
い
森
な
の
で
あ
る
。 

 

新
し
い
土
地
が
生
ま
れ
る
と
、
先
ず
周
囲
か
ら
種

子
が
運
ば
れ
て
徐
々
に
植
物
が
生
え
て
く
る
。
そ
し

て
い
つ
し
か
森
へ
と
遷
移
し
て
い
く
。
し
か
し
、
そ

こ
に
成
立
し
た
森
の
植
物
は
全
て
周
り
か
ら
入
っ
て

き
た
植
物
で
あ
り
、
こ
の
土
地
で
生
ま
れ
た
新
し
い

種
類”

新
種
“
と
い
う
の
は
な
い
。
自
然
界
で
新
し
い

種
類
が
生
ま
れ
定
着
す
る
の
に
は
少
な
く
と
も
数
万

年
以
上
か
か
り
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

新
し
い
土
地
に
成
立
し
た
森
も
、
そ
の
中
で
は
下

剋
上
の
戦
乱
の
時
代
に
あ
り
、
森
の
安
定
に
は
時
間

が
か
か
る
。
人
間
社
会
で
も
、
そ
の
文
明
の
形
成
に

長
い
時
間
が
必
要
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
関
東

平
野
の
武
蔵
野
台
地
な
ど
で
は
、
人
間
が
多
数
定
住

す
る
以
前
も
、
ま
と
も
な
森
林
は
存
在
し
な
か
っ
た

と
い
わ
れ
る
。
安
定
し
た
生
態
系
や
豊
か
な
生
物
多

様
性
を
維
持
す
る
の
に
は
、
ま
た
気
が
遠
く
な
る
程

の
時
間
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
新
し
い
土
地

で
あ
る
関
東
平
野
特
有
の
固
有
植
物
も
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
。 

 

次
に
荒
川
源
流
域
の
森
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

こ
こ
の
地
盤
は
関
東
平
野
と
は
全
く
異
な
っ
て
い

る
。
地
質
的
に
は
秩
父
帯
に
代
表
さ
れ
る
古
い
地
層

で
あ
る
。
地
質
年
代
で
い
え
ば
数
百
万
年
前
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
。
そ
の
当
時
は
木
生
シ
ダ
や
ア
ン
モ
ナ
イ

ト
な
ど
が
生
活
し
て
い
た
程
の
古
い
時
代
で
あ
る
。

こ
の
秩
父
帯
は
、
ま
さ
に
日
本
列
島
を
形
作
る
背
骨

に
あ
た
り
、
日
本
最
古
の
地
層
と
い
っ
て
よ
い
。
こ

の
古
い
地
層
（
背
骨
）
は
、
同
じ
く
古
い
地
層
で
あ

る
三
波
川
帯
、
四
万
十
帯
と
共
に
層
を
な
し
て
、
紀

 

海  
植物の侵入  

海の後退  
新しい陸地  

図1.新しい陸地への森の進出 
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伊
半
島
、
四
国
、
九
州
へ
東
西
に
伸
び
て
い
る
。
こ

の
東
西
の
ラ
イ
ン
は
中
央
構
造
線
と
呼
称
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
日
本
の
背
骨
に
、
く
し
く
も
秩
父
帯
と
い

う
名
が
与
え
ら
れ
、
秩
父
は
日
本
の
列
島
の
背
骨
と

腰
骨
の
接
点
に
位
置
し
て
い
る
。
古
い
地
層
の
一
例

が
石
灰
岩
地
帯
で
あ
る
。
秩
父
の
武
甲
山
、
群
馬
県

の
双
子
山
、
四
国
カ
ル
ス
ト
、
山
口
県
の
秋
吉
台
な

ど
の
石
灰
岩
地
帯
が
こ
の
東
西
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
分

布
し
て
い
る
。
ま
た
地
殻
変
動
の
際
の
圧
縮
や
隆
起

な
ど
、
地
球
表
面
の
押
し
く
ら
饅
頭
で
形
成
さ
れ
た

硬
い
変
成
岩
（
粘
土
岩
な
ど
）
が
分
布
す
る
。
こ
の

硬
い
岩
盤
が
荒
川
源
流
の
あ
の
急
傾
斜
地
と
渓
谷
を

形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
荒
川
源
流
域
は
植

物
区
系
で
い
う
関
東
地
域
（
Ｋ
）
を
中
心
に
、
伊
豆

七
島
か
ら
箱
根
・
富
士
、
八
ヶ
岳
に
つ
づ
く
火
山
帯

の
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
地
域
（
Ｆ
）
、
さ
ら
に
中
央
構

造
線
外
帯
に
広
が

る
ソ
ハ
ヤ
キ
地
域

（
Ｓ
）
の
交
差
点

に
位
置
、
日
本
列

島
の
ヘ
ソ
に
あ
た

る
。 

 

地
盤
が
古
い
分

だ
け
、
森
の
生
態

系
は
長
い
歴
史
を

重
ね
て
い
る
。
そ

の
過
程
で
は
新
し

い
植
物
「
新
種
」

も
次
々
と
誕
生
し

て
い
る
。
そ
の
一

例
と
し
て
チ
チ
ブ

イ
ワ
ザ
ク
ラ
の
よ

う
に
チ
チ
ブ
と
い

う
名
前
が
つ
く
植
物
を
図
鑑
で
見
る
と
一
〇
種
あ
る

（
環
境
庁
の
植
物
目
録1987

）
。
そ
の
土
地
特
有
の

固
有
植
物
た
ち
で
あ
る
。
同
じ
時
代
の
中
央
構
造
線

一
帯
に
特
異
的
に
分
布
す
る
種
類
、
す
な
わ
ち
ソ
ハ

ヤ
キ
要
素
の
植
物
も
多
数
あ
る
。
秩
父
で
は
テ
バ
コ

モ
ミ
ジ
ガ
サ
、
ギ
ン
バ
イ
ソ
ウ
な
ど
が
ソ
ハ
ヤ
キ
要

素
植
物
で
あ
る
。 

 

植
物
の
こ
と
だ
か
ら
長
い
年
月
の
う
ち
に
、
種
子

が
他
の
地
域
に
運
ば
れ
て
、
分
布
を
拡
大
し
て
も
よ

さ
そ
う
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
チ
チ
ブ

イ
ワ
ザ
ク
ラ
は
武
甲
山
し
か
成
育
し
な
い
し
、
チ
チ

ブ
ミ
ネ
バ
リ
も
現
在
な
お
秩
父
地
方
に
し
か
生
育
し

て
い
な
い
。
た
と
え
、
そ
の
森
が
伐
採
さ
れ
た
と
し

て
も
、
ま
た
元
の
同
じ
よ
う
な
森
へ
戻
ろ
う
と
す

る
。
帰
化
植
物
な
ど
進
入
植
物
が
あ
っ
て
も
一
時
的

な
こ
と
で
あ
る
。
一
見
同
じ
よ
う
に
見
え
る
ブ
ナ
や

ミ
ズ
ナ
ラ
の
森
も
、
例
え
ば
東
北
地
方
に
広
が
る
ブ

ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
の
森
と
は
森
の
文
化
・
文
明
が
違
う

の
で
あ
る
。 

 

こ
の
違
い
は
単
に
植
物
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

そ
の
花
の
蜜
や
実
を
食
べ
に
来
る
鳥
や
昆
虫
、
葉
を

食
べ
る
昆
虫
、
落
葉
の
栄
養
で
暮
ら
す
土
壌
生
物
や

キ
ノ
コ
類
、
バ
ク
テ
リ
ア
の
種
類
も
微
妙
に
異
な
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
物
群
集
、
微
生
物
、
植
物

な
ど
に
よ
っ
て
、
長
い
年
月
で
形
成
さ
れ
た
安
定
し

 

Y

K

J 

F 

S 

荒川源流 

S: ソハヤキ地域       J: 日本海地域 

F: フォッサマグナ地域    Y: 蝦夷－陸奥地域 

K: 関東地域 
図２.日本列島の植物区系 



た
文
明
・
文
化
、
そ
れ
が
生
態
系
な
の
で
あ
る
。

「
一
旦
破
壊
し
失
わ
れ
た
自
然
は
戻
っ
て
こ
な
い
」

と
い
う
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
人
工
的
に

は
作
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。 

 

歴
史
の
証
人 

 

再
び
荒
川
源
流
の
森
へ
も
ど
ろ
う
。
森
の
中
で
見

る
大
木
、
一
抱
え
以
上
も
あ
る
大
木
（
大
径
木
）
、

そ
の
年
輪
を
数
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
ほ
ぼ
四
〇

〇
年
〜
五
〇
〇
年
前
後
で
あ
っ
た
。
荒
川
源
流
の
森

を
構
成
す
る
木
々
の
一
世
代
だ
け
で
約
数
百
年
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
幾
世
代
も
重
ね
て
今
日
に

至
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
過
去
に
は
大

規
模
な
気
候
変
動
も
あ
っ
た
の
で
、
現
在
と
同
じ
よ

う
な
状
態
で
何
万
年
も
過
ぎ
て
き
た
訳
で
は
な
い
。

少
な
く
と
も
最
後
の
氷
河
期
で
あ
る
晩
氷
期
の
終
結

が
一
万
年
前
で
す
か
ら
、
そ
の
時
点
で
は
大
き
な
変

化
が
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
中
小
規

模
の
変
動
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
縄

文
時
代
の
後
半
の
小
氷
河
期
な
ど
で
あ
る
。
こ
の

時
、
植
物
の
垂
直
分
布
は
、
標
高
差
で
約
二
〇
〇
ｍ

ず
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
あ
る
研
究
で
は
、
現
在
の
形

の
状
態
で
の
森
で
安
定
し
て
き
た
の
は
、
こ
こ
二
〇

〇
〇
年
程
の
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
の
説
に
そ
っ
て
計

算
す
る
と
、
荒
川
源
流
の
森
で
は
、
そ
の
時
点
か
ら

少
な
く
も
森
の
木
々
は
四
〜
五
世
代
繰
り
返
し
て
き

た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
二
〇
〇
〇
年
以
前
に
も

何
ら
か
の
形
で
森
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

 

秩
父
東
京
大
学
演
習
林
内
の
入
川
渓
谷
を
歩
い
て

い
る
と
、
時
に
ひ
と
き
わ
巨
大
な
モ
ミ
の
木
に
出
会

う
こ
と
が
あ
る
。
群
生
す
る
こ
と
な
く
単
木
で
ブ
ナ

の
森
の
中
に
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
山
地
に

ご
く
普
通
に
見
ら
れ
る
モ
ミ
や
ウ
ラ
ジ
ロ
モ
ミ
で
な

い
。
ハ
リ
モ
ミ
と
か
イ
ラ
モ
ミ
い
う
種
で
、
こ
う
し

た
古
い
地
層
地
帯
に
点
在
し
て
生
育
し
て
い
る
。
森

の
歴
史
を
偲
ば
せ
る
木
で
あ
る
。
今
ま
で
の
文
献
に

よ
る
と
、
秩
父
源
流
域
に
は
一
四
六
〇
種
程
の
植
物

が
生
育
し
て
い
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
昆
虫
類
で

は
約
三
〇
〇
〇
種
、
鳥
類
も
九
〇
種
以
上
記
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
動
物
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
を

抱

え

て

お

り
、
歴
史
の

証
人
と
な
る

生
物
種
が
多

数
い
る
は
ず

で
あ
る
。 

     

和名倉百年の森 第5号 2003.3.31 
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表1.奥秩父地方の確認植物 



 

ブ
ナ
の
森 

 
荒
川
源
流
域
に
は
、
ブ
ナ
の
森
は
そ
う
多
く
は
な

い
。
急
傾
斜
地
が
多
い
こ
と
と
、
条
件
の
よ
い
所
は

す
で
に
伐
採
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ナ
は
比

較
的
緩
い
傾
斜
の
恵
ま
れ
た
条
件
の
場
所
が
好
き
で

あ
る
。
東
北
地
方
の
八
甲
田
山
、
八
幡
平
、
福
島
の

磐
梯
山
周
辺
な
ど
火
山
灰
の
堆
積
し
た
緩
い
地
形
の

所
に
大
規
模
な
ブ
ナ
の
森
林
が
見
ら
れ
る
。
し
か

も
、
大
木
は
ブ
ナ
が
ほ
と
ん
ど
で
ミ
ズ
ナ
ラ
や
イ
タ

ヤ
カ
エ
デ
な
ど
が
僅
か
に
混
じ
る
だ
け
で
あ
る
。
各

地
に
あ
る
毛
無
山
と
は
、
ま
さ
に
ブ
ナ
の
一
斉
林
を

さ
す
こ
と
が
多
い
。 

 

秩
父
源
流
域
の
よ
う
な
急
傾
斜
で
は
、
ブ
ナ
と
一

緒
に
ヨ
グ
ソ
ミ
ネ
バ
リ
、
ダ
ケ
カ
ン
バ
な
ど
多
数
の

種
類
が
混
生
す
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
標
高
一
〇
〇

〇
ｍ
付
近
で
は
ブ
ナ
よ
り
も
イ
ヌ
ブ
ナ
の
方
が
多
く

な
る
。
イ
ヌ
ブ
ナ
は
太
平
洋
側
の
山
地
に
特
有
的
に

生
え
る
木
で
、
日
本
海
側
の
多
雪
地
帯
に
は
ほ
と
ん

ど
分
布
し
な
い
。 

 
日
本
の
ブ
ナ
の
森
は
、
太
平
洋
側
型
の
ブ
ナ
林
と

日
本
海
側
多
雪
地
域
型
ブ
ナ
林
の
、
大
き
く
二
つ
の

型
が
あ
る
。
気
候
条
件
が
大
き
く
異
な
る
た
め
で
あ

る
。 

 

東
北
地
方
に
代
表
さ
れ
る
日
本
海
側
型
ブ
ナ
林

は
、
高
木
層
は
ブ
ナ
と
ミ
ズ
ナ
ラ
、
中
低
木
に
ハ
ウ

チ
ワ
カ
エ
デ
、
コ
ハ
ウ
チ
ワ
カ
エ
デ
、
オ
オ
バ
ク
ロ

モ
ジ
が
生
え
、
林
床
は
チ
シ
マ
ザ
サ
で
あ
る
。
秩
父

に
代
表
さ
れ
る
太
平
洋
型
の
ブ
ナ
林
は
、
高
木
層
に

ブ
ナ
、
イ
ヌ
ブ
ナ
、
中
低
木
に
は
コ
ミ
ネ
カ
エ
デ
、

オ
オ
イ
タ
ヤ
メ
イ
ゲ
ツ
、
ヒ
ナ
ウ
チ
ワ
カ
エ
デ
、
ク

ロ

モ

ジ

が

生

え
、
林
床
は
ス

ズ

タ

ケ

で

あ

る
。
主
な
種
類

だ
け
で
も
明
瞭

に
異
な
っ
て
い

る
。
い
ず
れ
も

カ
エ
デ
類
と
サ

サ
類
が
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。

歴
史
的
に
は
太

平
洋
型
の
ブ
ナ

林

の

方

が

古

く
、
種
類
も
変

化
に
富
ん
で
い

る
。
日
本
海
型

の
ブ
ナ
林
は
、

数
万
年
前
頃
か

ら

分

派

し

て

い
っ
た
新
し
い

形
の
ブ
ナ
林
と

い
う
こ
と
が
で

き
る
。 

  

 

ブナの樹形 イヌブナの樹形 

和名倉百年の森 第5号 2003.3.31 

5 
図4.ブナの森の構造 

図3.ブナとインブナ 

 
 ブナ、イヌブナ 

ヨグソミネバリ 
エンコウカエデ 
 
コミネカエデ 
オオイタヤメイゲツ 
クロモジ 
 

スズタケ 

 

ブナ、ミズナラ 
ベニイタヤ 
コハウチワカエデ 
 
 
オオバクロモジ 
 
チシマザサ 
 

太平洋側型ブナ林 日本海側型ブナ林 
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和名倉百年の森 第5号 2003.3.31 

日
本
の
森
の
ル
ー
ツ 

 

荒
川
源
流
域
の
森
は
、
日
本
で
も
も
っ
と
も
古

く
、
長
い
歴
史
を
経
て
成
立
し
た
森
で
あ
る
こ
と
を

理
解
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、

日
本
列
島
そ
の
も
の
の
森
の
ル
ー
ツ
、
さ
ら
な
る
源

を
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
日
本
に
は
ブ
ナ
と
イ
ヌ
ブ
ナ
の
二
種
類
の
ブ
ナ

が
あ
り
、
日
本
の
温
帯
の
森
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
お
隣
中
国
の
大
陸
部
に
は
、
六
種
類
も
の

ブ
ナ
が
あ
る
の
で
す
。 

 

そ
の
他
、
ミ
ズ
ナ
ラ
や
コ
ナ
ラ
な
ど
の
ナ
ラ
類
、

カ
エ
デ
類
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
日
本
の
何
倍
も
の
種

類
が
存
在
し
ま
す
。
ま
た
遠
い
過
去
の
時
代
に
栄

え
、
現
在
の
日
本
で
は
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
イ
チ
ョ

ウ
、
ノ
グ
ル
ミ
、
フ
ウ
ノ
キ
、
ス
ギ
の
仲
間
な
ど
の

植
物
が
今
も
多
数
生
き
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
日
本

の
森
の
ル
ー
ツ
は
、
広
大
な
中
国
大
陸
に
あ
る
の
で

す
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
り
、

究
極
の
ル
ー
ツ
根
源
は
ヒ
マ

ラ
ヤ
山
麓
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
仏
教
の
伝
来
の
道

に
も
似
た
壮
大
な
ロ
マ
ン
で

す
。
次
回
は
日
本
の
神
社
の

森
、
社
叢
林
の
ル
ー
ツ
に
ま

で
話
し
を
広
げ
ま
す
。 

   

参
考
文
献 

■
秩
父
滝
沢
ダ
ム
水
没
地
域
総
合
調
査
報
告
書 

 
 

自
然
編
・
人
文
編
（1994

） 
 
 
 

滝
沢
ダ
ム
水
没
地
域
総
合
調
査
会. 

■

埼

玉

県

秩

父

郡

大

滝

村

高

等

植

物

目

録1999

（1999

）
、
岩
田 

豊
太
郎 

■
滝
沢
ダ
ム
周
辺
の
環
境
に
つ
い
て 

 

ー
現
状
調
査
結
果
―
（1998

） 

水
資
源
開
発
公
団
滝
沢
ダ
ム
建
設
所 

■
日
本
の
植
物
区
系
（1977

）
、
前
川
文
夫
、 

玉
川
大
学
出
版
部 

■
天
目
山
の
古
代
林
（1997

）
佐
々
木 

寧 

生
態
環
境
研
究
４
（
１
）
：41-46 

  

                    

森
林
の
用
語
集 

■
根
切
り
？
根
回
し
？ 

 

樹
木
を
移
植
す
る
と
き
、
で
き
る
だ
け
葉
を
落
と
し

て
植
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
葉
か
ら
の
水
分

の
蒸
散
を
抑
え
、
根
の
負
荷
を
少
な
く
す
る
た
め
で
す

が
、
な
ぜ
樹
木
に
と
っ
て
大
切
な
根
を
切
る
の
で
し
ょ

う
か
。
樹
木
を
移
植
す
る
と
き
、
い
き
な
り
掘
り
あ
げ

て
し
ま
う
と
大
切
な
細
根
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
切
断
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
状
態
で
移
植
さ
れ
た
樹
は
、

極
端
な
場
合
は
枯
れ
て
し
ま
う
か
、
新
し
い
細
根
が
で

る
ま
で
成
長
が
衰
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぐ
た

め
、
移
植
の
数
年
前
か
ら
根
を
徐
々
に
切
断
し
根
元
付

近
に
細
根
を
発
生
さ
せ
、
移
植
の
と
き
の
衝
撃
を
を
少

な
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
作
業
を
「
根
回

し
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
苗
を
小
さ
な
鉢
―

ポ
ッ
ト
で
育
て
る
と
ポ
ッ
ト
の
中
に
根
の
い
っ
ぱ
い

は
っ
た
丈
夫
な
苗
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

■
外
生
菌
根
菌 

ガ
イ
セ
イ
キ
ン
コ
ン
キ
ン
？ 

 

ど
こ
で
区
切
っ
て
読
ん
で
よ
い
の
か
わ
か
り
に
く
い

言
葉
で
す
が
、
「
外
生
」
に
対
し
て
は
、
当
然
「
内

生
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
樹
木
は

菌
根
菌
と
共
生
し
て
い
ま
す
。
稚
樹
時
代
で
は
、
と
く

に
菌
根
菌
と
の
共
生
に
よ
っ
て
樹
木
の
活
力
が
高
ま
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
然
状
態
で
は
、
菌
根
菌
と
共

生
の
で
き
な
い
樹
木
の
個
体
は
枯
死
し
消
滅
す
る
運
命

に
あ
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。
菌
根
は
、
外
生
菌
根
と
内
生
菌
根
の
二
種
類
に

区
分
さ
れ
ま
す
。
菌
糸
が
樹
木
の
根
を
お
お
っ
て
、
そ

の
表
面
ま
た
は
表
面
に
近
い
組
織
中
に
繁
殖
し
、
菌
被

を
つ
く
っ
て
い
る
も
の
を
外
生
菌
根
と
い
い
、
菌
糸
が

根
の
皮
層
組
織
の
細
胞
内
に
侵
入
し
て
、
共
生
的
ま
た

は
寄
生
的
な
生
活
を
し
て
い
る
場
合
を
内
生
菌
根
と
い

い
ま
す
。
ア
カ
マ
ツ
林
の
な
か
で
取
れ
る
秋
の
味
覚
マ

ツ
タ
ケ
は
、
外
生
菌
根
菌
の
ひ
と
つ
で
す
。 

ヒマラヤ 中国 韓国
日本

図5.日本の森のルーツ 



二
年
目
の
ど
ん
ぐ
り
拾
い 

 
ミ
ズ
ナ
ラ
の
苗
作
り
の
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

植
物
担
当 

市
川
嘉
一 

 
 

 

昨
年
の
九
月
二
九
日
に
行
わ
れ
た
東
大
演
習
林

「
樹
木
園
」
の
観
察
会
に
、
一
昨
年
に
拾
っ
た
ど
ん

ぐ
り
を
鉢
植
え
に
し
て
育
て
た
苗
を
持
っ
て
い
き
ま

し
た
。
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
お
見
せ
し
、
ミ
ズ
ナ

ラ
ど
ん
ぐ
り
の
育
苗
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
期

待
し
て
い
た
「
樹
木
園
」
で
は
、
ど
の
辺
り
に
ミ
ズ

ナ
ラ
が
多
い
の
か
分
か
ら
ず
、
良
さ
そ
う
な
ミ
ズ
ナ

ラ
ど
ん
ぐ
り
は
ほ
と
ん
ど
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
で
も
参
加
さ
れ
た
方
の
何
人
か
は
数
少
な
い
ど
ん

ぐ
り
を
植
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

一
〇
月
二
六
日
、
第
十
一
回
植
林
地
整
備
の
た
め

に
仁
田
小
屋
尾
根
を
登
っ
て
い
る
と
、
イ
ヌ
ブ
ナ
平

ま
で
あ
と
一
〇
分
ほ
ど
の
所
、
作
業
道
の
右
手
に
大

き
な
ミ
ズ
ナ
ラ
が
あ
り
ま
し
た
。
木
の
周
辺
を
探
し

て
み
る
と
、
よ
う
や
く
二
個
の
ど
ん
ぐ
り
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
小
さ
め
で
軽
く
、

苗
作
り
に
用
い
ら
れ
る
か
不
安
で
し
た
。 

 

一
〇
月
二
七
日
は
早
朝
、
私
と
田
島
さ
ん
、
埼
玉

大
学
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
の
学
生
三
人
が
昨
年

度
も
採
集
し
た
秩
父
の
仙
元
尾
根
に
向
か
い
ま
し

た
。
幸
い
に
今
年
の
ミ
ズ
ナ
ラ
は
豊
作
で
、
五
人
で

短
時
間
の
内
に
一
五
六
個
の
大
き
な
ど
ん
ぐ
り
を
拾

い
集
め
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
す
で
に
も
う
根
を
出

し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

乾
燥
さ
せ
な
い
よ
う
に
急
い
で
深
谷
の
自
宅
に
帰

り
、
仁
田
小
屋
尾
根
の
二
個
も
含
め
て
水
選
を
し
ま

し
た
。
一
二
四
個
が
水
に
沈
み
、
こ
れ
を
あ
ら
か
じ

め
耕
し
て
お
い
た
庭
の
片
隅
の
苗
床
に
植
え
ま
し

た
。
深
さ
は
約
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
横
倒
し
に
し

て
埋
め
ま
し
た
。
苗
床
が
狭
い
の
で
ど
ん
ぐ
り
の
間

隔
は
一
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。
乾
燥
を
防

ぐ
た
め
に
ワ
ラ
や
落
ち
葉
を
そ
の
上
に
敷
き
詰
め
ま

し
た
。 

 

年
を
越
し
、
三
月
に
な
っ
て
雨
も
降
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
ワ
ラ
や
落
ち
葉
を
ど

け
て
、
芽
が
出
や
す
い
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
て
い

ま
す
。 
 

そ
の
後
は
発
芽
率
や
葉
の
茂
り
具
合
を
見
て
、
発

芽
率
が
低
い
場
合
は
秋
ま
で
そ
の
ま
ま
に
す
る
予
定

で
す
が
、
発
芽
率
が
高
く
葉
も
良
く
茂
る
よ
う
な

ら
、
早
め
に
ポ
ッ
ト
仕
立
て
に
し
て
秋
に
根
切
り
を

し
、
そ
の
後
広
い
苗
畑
に
移
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ポ
ッ
ト
は
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
蔵
王
の
ブ
ナ
と
水
を
守

る
会
」
が
用
い
て
い
る
、
牛
乳
パ
ッ
ク
に
赤
玉
土
な

ど
を
入
れ
た
も
の
を
参
考
に
し
て
作
り
、
キ
ノ
コ
の

採
れ
る
秋
に
外
生
菌
根
菌
の
接
種
な
ど
も
し
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
適
し
た
菌
根
菌
の

種
類
や
そ
の
入
手
、
接
種
の
仕
方
な
ど
お
お
よ
そ
の

方
法
は
分
か
っ
て
い
る
も
の
の
初
め
て
の
こ
と
で
、

試
行
錯
誤
の
実
験
を
し
な
が
ら
の
苗
作
り
と
な
り
そ

う
で
す
。 

 

和
名
倉
山
の
植
林
は
、
陽
樹
で
落
葉
針
葉
樹
の
カ

ラ
マ
ツ
植
栽
林
に
陰
樹
で
落
葉
広
葉
樹
の
ブ
ナ
、
ミ

ズ
ナ
ラ
の
苗
木
を
植
え
込
む
活
動
で
す
。
針
葉
樹
と

広
葉
樹
の
混
交
林
化
を
ま
ず
は
め
ざ
し
、
遠
い
将
来

に
は
か
つ
て
あ
っ
た
よ
う
な
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
を
高

木
層
、
カ
エ
デ
類
を
亜
高
木
層
と
す
る
冷
温
帯
の
落

葉
広
葉
樹
林
に
遷
移
を
導
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の

で
す
。
と
こ
ろ
が
第
十
一
回
植
林
地
整
備
の
際
に
、

カ
ラ
マ
ツ
植
栽
林
の
中
に
ミ
ズ
ナ
ラ
の
低
木
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
今
後
、
カ
ラ
マ
ツ
植
栽
林
の
中
で
さ

ら
に
ミ
ズ
ナ
ラ
の
低
木
が
数
多
く
見
つ
か
れ
ば
、
場

合
に
よ
っ
て
は
こ
の
ミ
ズ
ナ
ラ
の
苗
作
り
を
取
り
や

め
、
ブ
ナ
の
苗
の
み
を
植
え
る
方
向
も
出
て
く
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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仙元尾根でのミズナラドングリの採集（2003.10.27） 



第
十
二
回
百
年
の
森
ワ
ー
ク
に
つ
い

て 

           
 
 

植
林
担
当 

高
岡
正
彦 

 

現
況
そ
し
て
今
後
の
取
り
組
み
方 

 

こ
れ
ま
で
の
活
動
の
結
果
、
山
火
事
の
後
に
村
が

植
林
し
た
四
〇
万
本
の
落
葉
松
が
直
径
三
〇
セ
ン
チ

ほ
ど
に
成
長
し
て
い
ま
す
。
樹
木
の
成
長
が
遅
い
山

頂
付
近
の
シ
ラ
ビ
ソ
林
を
頂
点
に
、
ブ
ナ
な
ど
の
植

生
域
は
、
標
高
一
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
過
去
二
回
の
植
林
も
、
次
回
の
植
林

も
、
落
葉
松
の
林
の
中
の
隙
間
（
林
間
ギ
ャ
ッ
プ
）

に
、
秩
父
産
の
広
葉
樹(

ブ
ナ)

を
植
林
し
て
い
ま

す
。
今
後
は
ワ
ー
ク
ご
と
に
採
取
し
た
ミ
ズ
ナ
ラ
な

ど
の
ド
ン
グ
リ
か
ら
苗
を
育
て
て
、
そ
れ
を
植
林
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
上
部
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
土
が
流
れ
落
ち
な
い
工
夫
が
急
が
れ
ま

す
。
今
、
上
部
に
植
林
で
き
る
よ
う
な
苗
は
な
い
の

で
、
今
あ
る
生
態
系
を
維
持
で
き
る
よ
う
な
手
助
け

作
業
を
活
動
と
し
て
考
え
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
和
名
倉
山
に
は
、
熊
、
カ
モ
シ
カ
、
鹿
、

テ
ン
、
猿
な
ど
の
動
物
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
生
態
系
も
保
護
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
専
門
家
に
よ
る
調
査
を
ま
っ

て
か
ら
で
す
が
、
な
ん
ら
か
手
助
け
で
き
る
こ
と
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
も
活
動
に
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
動
物
達
が
生
き
て
い
ら
れ
る
こ
と
が
、

森
を
守
り
、
育
て
る
事
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
か

ら
。 

 

第
十
二
回
百
年
の
森
ワ
ー
ク 

 

第
十
二
回
百
年
の
森
ワ
ー
ク
で
は
第
三
回
目
の
植

林
を
行
な
い
ま
す
。
昨
年
秋
の
ワ
ー
ク(

第
十
一
回

ワ
ー
ク)

で
地
拵
え
し
た
場
所
に
植
林
を
し
ま
す
。
場

所
は
「
一
歩
の
森
」
の
周
り
で
す
。
こ
れ
ま
で
植
林

し
た
経
験
か
ら
、
背
の
低
い
株
の
方
が
元
気
で
す
の

で
、
そ
の
よ
う
な
ブ
ナ
の
株
を
、
東
大
演
習
林
か
ら

分
け
て
も
ら
お
う
と
思
い
ま
す
。 

 

目 

標 

①
第
三
回
植
林 

ブ
ナ
二
〇
本 

②
セ
カ
ン
ド
フ
ォ
レ
ス
ト(

第
二
回
植
林
地)

の
観
察 

③
仁
田
小
屋
改
修
の
た
め
の
調
査
・
作
業 

 

日 

時 

五
月
二
三
日
（
金
）
〜
二
五
日
（
土
） 

 

参
加
希
望
者
は
、 

五
月
十
一
日
（
土
）
ま
で
に
事
務
局
ま
で
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま

た
は
メ
ー
ル
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
四
八
‐
八
八
二
‐
〇
二
四
五 

メ
ー
ル 

naitoh@
saitam

a-j.or.jp 
 

四
月
五
日
、
五
月
六
日
下
見
の
予
定
で
す
。 

和名倉百年の森 第5号 2003.3.31 

大きな山容を誇る和名倉山(標高2036m) 
①東：霧藻ケ峰よりの眺望 

②南：三つ山よりの眺望 

③西：雁坂－黒岩尾根よりの眺望 

④北：大滝村栃本よりの眺望 

 
※いずれも杉本智彦氏作成の三次元地図ソフト「カシミール3D」
によるシミュレーション画像です。興味のある方は、以下のア

ドレスから無料でダウンロードできます｡GPSと組み合わせて、
登山などの楽しみを広げることができます｡ 

h t t p : / / w w w . k a s h m i r 3 d . c o m / 
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和名倉百年の森 第5号 2003.3.31 

① 霧藻ケ峰より望む（3月31日8:00時） ③ 雁坂－黒岩尾根より望む（3月31日15:00時） 

② 三つ山より望む（3月31日12:00時） ④ 大滝村栃本よりの望む（3月31日8:00時） 

仁田小屋尾根植林作業の経過 

2001年 6月 第１回植林 ブナ13本（4年生4本､8年生9本） 

         仁田小屋尾根1500ｍ（「一歩の森」） 

2001年 8月 仁田小屋尾根全ルート植生調査 

2001年10月 観察 

2002年 6月 第２回植林 ブナ13本（5年生13本） 

         仁田小屋尾根1600ｍ付近4区50ｍ間隔坪植え 

2002年10月 一歩の森地拵え約400㎡（右図） 
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第
二
回
荒
川
源
流
森
づ
く
り
体

験
と
森
づ
く
り
を
語
る
夕
べ 

記
録
担
当 

田
島
克
己 

 

日 

時 

四
月
二
六
日(
土)

〜
四
月
二
七
日(

日)
 

集 

合 

四
月
二
六
日
十
時 

秩
父
鉄
道
三
峰
口 

場 

所 
 

●
植
林
作
業
＝
大
滝
村
中
津
川
「
彩
の
国
ふ
れ
あ
い

の
森
」
内
「
生
産
の
森
」
ゾ
ー
ン 

●
森
づ
く
り
を
語
る
夕
べ
＝
大
滝
村
村
営
こ 

 
 

ま
ど
り
荘 

参
加
費 

五
〇
〇
〇
円
（
宿
泊
代
、
昼
食
２
回
、
夕

食
１
回
、
保
険
料
） 

 
 

 

森
林
が
持
つ
様
々
な
機
能
を
見
直
し
、
こ
れ
ま
で

木
材
生
産
に
限
定
さ
れ
て
き
た
森
林
造
成
の
あ
り
方

を
変
え
て
い
く
試
み
が
各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

水
源
涵
養
、
山
地
保
全
、
保
健
休
養
林
な
ど
、
そ
の

土
地
の
自
然
環
境
、
社
会
環
境
に
適
合
し
た
森
づ
く

り
が
意
識
的
に
試
み
ら
れ
、
そ
の
成
果
が
少
し
ず
つ

で
す
が
公
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
樹
木
の
寿
命
が
、
人
の
一
生
以
上
に
長
い
単
位

で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
す
ぐ
に
結

論
の
え
ら
れ
る
作
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
日

本
各
地
に
残
さ
れ
た
美
林
と
い
わ
れ
る
森
が
、
人
の

知
恵
と
営
為
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
こ
と
と
考
え

合
わ
せ
れ
ば
、
最
近
の
意
識
的
な
試
み
は
、
大
き
な

遺
産
と
し
て
未
来
に
残
さ
れ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
し

て
、
市
民
的
な
レ
ベ
ル
で
森
の
こ
と
が
語
ら
れ
、
日

本
の
林
業
の
現
状
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

に
、
時
代
の
確
か
な
流
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
都
市
の
住
民
が
、
地
元
の
人
々
と
共
に
森
づ
く

り
に
係
わ
れ
る
よ
う
な
環
境
が
つ
く
ら
れ
、
生
産
林

を
含
め
た
森
づ
く
り
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
共
有
で
き
る
よ

う
な
社
会
的
な
し
く
み
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
、

様
々
な
困
難
を
の
り
こ
え
る
大
き
な
力
と
し
て
望
ま

れ
て
い
ま
す
。
森
林
は
、
唯
一
の
再
生
可
能
な
資
源

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
工
林
で
の
間
伐
作
業

の
遅
れ
や
、
ま
た
「
二
割
間
伐
」
と
称
し
て
強
制
的

に
間
伐
が
行
わ
れ
て
も
、
流
通
先
が
確
保
で
き
な
い

た
め
に
や
む
な
く
山
中
に
切
り
捨
て
ら
れ
る
な
ど
、

森
林
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
現
状
が

一
方
に
あ
り
ま
す
。
技
術
や
量
の
上
か
ら
、
市
民
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
は
制
約
が
あ
り
ま
す
が
、
森

づ
く
り
や
将
来
の
循
環
型
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
広
く
ビ
ジ
ョ
ン
を
共
有
し
、
共
に
係
わ
っ
て
い

く
こ
と
で
、
様
々
な
問
題
の
解
決
も
見
え
て
く
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
昨
年
「
緑
の
日
」
に
植
林

し
た
大
陽
寺
の
参
道
に
沿
う
三
〇
〇
本
の
樹
木
た
ち

が
、
も
は
や
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
大
切
に
思
っ
て

く
だ
さ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私

た
ち
の
森
づ
く
り
は
、
そ
ん
な
所
か
ら
出
発
し
た
い

と
考
え
い
ま
す
。 

 

今
年
も
、
県
有
林
で
の
広
葉
樹
の
植
林
作
業
を
昨

年
に
引
き
続
き
行
い
ま
す
。
今
回
は
、
荒
川
の
源
流

域
の
中
津
川
万
衛
門
倉
地
区
の
ス
ギ
伐
採
跡
地
約
二･

二
ha
に
広
葉
樹
を
中
心
に
植
林
作
業
を
計
画
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
地
区
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
木
材
は
、

上
尾
の
武
道
館
の
建
設
に
も
使
用
さ
れ
、
県
民
と
の

係
わ
り
も
あ
る
所
で
す
。
今
年
度
は
、
こ
の
地
に
ど

の
よ
う
な
森
づ
く
り
を
し
て
い
く
の
か
の
最
初
の
試

み
と
な
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
二
六
日
植
林
作
業
後
、
植
物
生
態
学
の

佐
々
木
先
生
や
公
共
経
済
学
の
貝
山
先
生
、
県
林
務

課
の
小
室
氏
を
囲
ん
で
、
村
営
こ
ま
ど
り
荘
オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス
で
、
こ
れ
か
ら
の
森
づ
く
り
に
つ
い
て

語
る
夕
べ
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
多
く
の
皆
様
に
ご

参
加
い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
の
森
づ
く
り
に
つ
い

て
、
共
に
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内

申
し
あ
げ
ま
す
。
な
お
、
二
六
日
は
、
設
備
の
良
く

整
っ
た
村
営
こ
ま
ど
り
荘
の
宿
泊
施
設
も
利
用
で
き

ま
す
の
で
、
宿
泊
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
四
月
十
日

ま
で
に
事
務
局
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

和名倉百年の森 第5号 2003.3.31 
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植
林
の
地
を
再
訪
し
て 

会
員 

重 

田 
 

勉 
 「

無
事
に
活
着
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
」 

 

秩
父
鉄
道
車
中
で
の
心
配
は
、
大
陽
寺
参
道
か
ら

山
裾
を
数
十
歩
ほ
ど
よ
じ
登
り
、
視
界
の
開
け
た
と

こ
ろ
で
解
消
し
た
。 

 

三
十
度
ち
か
く
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
る
急
斜
面
に
、

赤
い
リ
ボ
ン
の
結
ば
れ
た
ミ
ズ
ナ
ラ
や
ヤ
マ
ザ
ク
ラ

な
ど
の
幼
木
が
、
ほ
ど
よ
い
間
隔
で
、
初
秋
の
陽
光

を
受
け
、
す
っ
き
り
と
立
並
ん
で
い
る
で
は
な
い

か
。 

 

五
ヶ
月
前
の
「
緑
の
日
」
、
岩
だ
ら
け
の
痩
せ
た

山
肌
に
、
重
い
鶴
嘴
で
穴
を
掘
り
、
百
人
が
大
汗
を

か
き
な
が
ら
、
二
時
間
近
く
か
け
て
植
え
付
け
た
三

百
本
の
苗
木
が
見
事
に
活
着
し
た
の
で
あ
る
。
生
命

の
力
は
す
ば
ら
し
い
。
「
水
源
の
森
」
の
誕
生
で
あ

る
。 

 

幼
木
の
ま
わ
り
の
草
取
り
で
一
汗
か
い
て
、
今
も

修
験
僧
が
現
れ
そ
う
な
古
色
蒼
然
と
し
た
大
陽
寺
の

堂
宇
の
框
を
お
か
り
し
て
の
昼
食
が
ま
た
す
ば
ら
し

か
っ
た
。
珍
味
中
津
川
芋
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
地

元
大
滝
村
の
方
々
の
温
か
い
お
気
持
ち
を
た
っ
ぷ
り

と
い
た
だ
い
た
。 

 

と
こ
ろ
で
水
は
不
思
議
な
物
質
で
あ
る
。
消
滅
す

る
こ
と
も
増
殖
す
る
こ
と
も
な
く
、
土
壌
の
中
、
大

気
の
中
に
、
そ
し
て
生
物
の
体
内
の
中
に
形
を
変
え

つ
つ
流
転
す
る
。
こ
の
水
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め

に
、
い
か
に
浄
化
し
て
い
く
か
は
人
類
の
責
務
で
あ

る
。
「
水
源
の
森
」
の
役
割
は
大
き
い
。 

 

午
後
に
訪
れ
た
東
大
演
習
林
で
、
ど
ん
ぐ
り
を
探

し
な
が
ら
、
し
っ
と
り
し
た
原
生
林
を
散
策
し
て
い

た
と
き
、
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
拙
い
一
首
。 

 
 

 

風
雨
耐
え
百
歳

も
も
と
せ

か
け
て
育
た
れ
よ 

 
 

ブ
ナ 

ミ
ズ
ナ
ラ
に
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
た
ち 

             

通
信
欄
よ
り 
 
 

 

●
豊
か
な
森
と
山
を
愛
す
る
一
人
と
し
て
、
喜
ん
で
入

会
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
、
五
年
分

を
一
括
し
て
送
り
ま
す
。
二
十
一
世
紀
に
続
く
事
業

に
参
加
で
き
る
こ
と
に
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
。 

●
二
人
共
六
〇
才
を
過
ぎ
ま
し
た
が
、
山
歩
き
が
す
き

で
す
。 

●
会
の
主
旨
に
賛
同
し
ま
す
の
で
、
入
会
い
た
し
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

● 

秩
父
鉄
道
の
駅
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
ま
し
た
。
貴

会
の
主
旨
に
賛
同
し
、
入
会
い
た
し
た
く
年
会
費
と

し
て
納
入
し
ま
す
。 

●
遅
く
な
り
ま
し
た
が
、
入
会
し
ま
す
の
で
五
年
分
の

会
費
を
納
入
し
ま
す
。
遠
い
の
で
植
林
に
は
参
加
す

る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
心

は
飛
ん
で
い
っ
て
一
つ
に
な
れ
る
気
が
し
ま
す
。 

●
一
〇
〇
年
も
生
き
つ
づ
け
て
い
た
い
と
思
う
。
素
敵

な
企
画
に
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
。
何
か
お
役
に
立
て
る

で
し
ょ
う
か
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

●
長
瀞
町
に
在
住
す
る
者
で
す
。
四
〇
才
を
過
ぎ
て
か

ら
野
山
の
散
策
を
始
め
ま
し
た
。
秩
父
か
ら
群
馬
・

長
野
・
山
梨
・
栃
木
・
福
島
と
脚
を
伸
ば
す
に
し
た

が
っ
て
、
我
秩
父
の
山
の
水
量
の
貧
弱
な
る
こ
と
、

山
が
真
っ
黒
で
薄
暗
い
こ
と
、
や
っ
ぱ
り
山
は
落
葉

の
樹
で
覆
わ
れ
な
く
ち
ゃ
、
緑
の
ダ
ム
に
し
な
く
っ

ち
ゃ
と
思
い
ま
す
。
頑
張
れ
百
年
の
森
。 

●
中
学
校
の
教
員
で
、
山
に
登
っ
て
三
〇
年
ぐ
ら
い
に

な
り
ま
す
。
私
も
山
に
恩
返
し
を
し
た
く
思
い
、
森

や
植
林
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
一
人
で
あ
り
ま
す
。

生
徒
を
連
れ
て
夏
休
み
な
ど
に
参
加
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。 

●
意
義
の
あ
る
事
業
に
感
銘
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
と

も
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。 

●
ま
す
ま
す
意
義
の
あ
る
活
動
に
な
っ
て
い
る
よ
う

に
お
も
い
ま
す
。 

郵
便
振
替
用
紙
の
「
通
信
欄
」
に
寄
せ

ら
れ
た
会
員
の
方
の
お
便
り
で
す
。 
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■平成１４年度下期の活動報告 

●「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 
９月29日（日）に第１回「荒川源流森づくり体験」大血
川大陽寺植林地および東大演習林「樹木園」の観察会を開

催しました。 
当日は、植林体験に参加下さった方々を中心に６７名の

参加をいただきました。大陽寺植林地の植林した場所をそ

れぞれの想いで観察した後、東大演習林「樹木園」に行

き、どんぐり拾いを計画していましたが、時期的に遅かっ

た為、出来ませんでした。しかし、これからも皆さんに

「荒川源流の森」への理解を深めていただく企画を考えて

いきたいと思います。 

●第１１回百年の森づくりワーク実施 
10月25日 (金)から27日（日）に、第11回百年の森づくり
ワークを実施しました。当日は２２名の参加をいただき、

第1回植林地「一歩の森」の周辺約４２７㎡の草刈りを実施
し、第３回の植林するための場所を切り開きました。ま

た、第２回植林地「セカンドフォレスト」の植生状況を観

察しました。（詳細は本会報に別掲） 

●百年の森交流会開催 
11月２日（土）に、埼玉大学校内「百年の森テラス」に
おいて、恒例の百年の森交流会を開催しました。当日は、

３５名の参加をいただき、「百年の森づくりの会」の活動

状況の展示のほか、埼玉大学に組織された、「百年の森研

究会」の佐々木先生による映写会も実施しました。豚汁を

食べながら、和気藹々のうちに終了することが出来まし

た。 
 

■平成１５年度上期の活動計画 

●「第２回荒川源流森づくり体験」と「森づくりを

語る夕べ」 
日 時 ４月26日（土）～４月27日（日） 
集 合 ４月26日午前10時 秩父鉄道三峰口 
場 所  

●植林作業＝大滝村中津川「彩の国ふれあいの森」 

●森づくりを語る夕べ＝大滝村村営こまどり荘 

参加費 大人２０００円（中学生以下無料・ 

    高校生・大学生１０００円） 

参加ご希望の方は事務局まで、電話、ＦＡＸ、電子メー

ルにてご連絡ください。詳細は別紙チラシ参照。 
参加者には、後日スケジュール等、ご案内します。 

●平成１５年度第３回通常総会開催 
日 時：平成１５年５月１１日（日）午後２時 受付 
場 所：大宮ソニックシティビル４階 市民ホール  
スケジュール： 
 14：15～15：00  第３回通常総会 
 15：00～16：30  記念講演 
 演題：「森は海の恋人」 
 講師：畠山 重篤氏（牡蠣の森を慕う会 代表） 
 16：45～18：00  懇親会（会費3000円） 
 詳細は別紙チラシ参照。 
 会員皆様のご出席をお待ちしております。 

●第１２回百年の森ワーク 
開催日：平成１５年５月２３日（金）～２５日（日） 
活 動：第３回植林を実施 
             ２０本のブナ苗木を植樹予定 
参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。 
参加者には、後日詳細をご連絡します。 

●第１回「荒川源流森づくり体験」大陽寺下草刈り 
開催日：平成１５年７月２７日（日） 
場 所：大滝村大血川大陽寺植林地 
集合地：秩父鉄道三峰口駅 
    （現地まで送迎マイクロバスあり） 
    午前１０時までにご集合ください。 
作 業：３００本植林した０.４ｈａの下草刈り 
内容は別紙チラシ参照。 
参加できる方は、事務局までご連絡ください。 
参加者には、後日詳細をご連絡します。 
【事務局】 

             〒336-0015さいたま市南区太田窪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  naitoh@saitama-j.or.jp 
 

■現会員（会員番号 氏名 住所）2003.3.15現在 
414 平山 富美子 東松山市／415 中尾 安志 さいたま市／416 

加藤正晴 さいたま市／417 柄沢 和夫 豊島区／418 赤芝 悦朗 

袖ヶ浦市／419 阿部 道生 板橋区／420 江森 文代 幸手市／

421 小島 四郎 桶川市／422 岩瀬 勇一 さいたま市／423 矢澤 

明雄 上尾市／424 細田 登 さいたま市／425 十倉 秀樹 さいたま

市／426 町田 正市 関宿町／427 木森 てる子 小川町／428 平

川 尚義 越谷市／429 梅原 基則 さいたま市／430 石神 貴也 府

中市／431 野上 一昭 さいたま市／432 奥山 英治 さいたま市／

433 神田 秀仁 さいたま市／434 間宮 秀夫 さいたま市／435 五

十嵐 竜哉 さいたま市／436 穂積 義雄 さいたま市／437 ㈱埼玉ｲ

ﾝｼｭｱﾗﾝｽ 川口市／438友和ｻｰﾋﾞｽ㈱ さいたま市／439 高橋 秀明 

さいたま市／440 石井 寛 坂戸市／441 高野 光介 川崎市／442 

小野里 薫 荒川区／443 浅海 忠 荒川村／444 秋山 守 上里町

／445 熊谷 重雄 深谷市／446 上林 寛 熊谷市／447 小川 訂 

荒川村／448 中畝 俊博 皆野町／449 井上 信 秩父市／450 池

畑 勝正 行田市／451 田中 茂次 深谷市／452 小川 高雄 熊谷

市／453 富田 義三 熊谷市／454 渡部 繁己 江戸川区／455 渡

辺 伸行 江戸川区／456 小原 太史 世田谷区／457 児島 津多

雄 江戸川区／458 滑川 静夫 千葉市／459 岩瀬 憲昭 江東区

／460 渡辺 良則 江戸川区／461 堤 幸一 江戸川区／462 川村 

順子 練馬区／463 石原 克彦 朝霞市／464 三枝 仁 板橋区／

465 丸茂 利男 杉並区／466 三井田 悠三 練馬区／467 内田 

稔 練馬区／468 石束 隆 豊島区／469 竹村 建 鶴ヶ島市／470 

渡邉 孝夫 板橋区／471 富沢 みよ子 板橋区／472 廣畑 伸也 

豊島区／473 小林 靖子 板橋区／474 川久保 美智子 北本市／

475 黒田 巴 白岡町／476 高氏 紀敏 草加市／477 大森 初美 

練馬区／478 武田 和子 練馬区／479 杉山 智恵 さいたま市／

480 忽滑谷正一 さいたま市 

 

■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 

郵便振替 00140-0-555239 百年の森づくりの会 
銀行振込 埼玉りそな銀行 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 
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