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埼
玉
県
が
県
独
自
の
環
境
税
の
導
入
に
向
け

動
き
出
し
た
。
環
境
日
本
一
を
掲
げ
る
上
田
知

事
は
、
今
年
度
環
境
Ｎ
Ｐ
Ｏ
プ
ラ
ザ
（
共
同
事

務
所
）
の
開
設
、
寄
付
基
金
の
創
設
を
行
っ
た

が
、
こ
れ
に
続
く
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
第
３
弾
で

あ
る
。
検
討
委
員
会
も
一
年
前
倒
し
で
結
論
を

出
す
と
い
う
。
議
会
内
に
も
導
入
に
向
け
た
検

討
が
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
心
強
い
。
満
場
一

致
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

百
年
の
森
づ
く
り
は
ま
も
な
く
満
７
歳
を
迎

え
る
が
、
「
水
源
の
森
は
皆
で
守
る
」
と
い
う

考
え
は
か
な
り
定
着
し
た
よ
う
に
思
う
。
環
境

問
題
を
考
え
る
と
き
ま
ず
最
初
に
出
て
く
る
の

が
ゴ
ミ
処
理
で
あ
る
。
今
す
ぐ
対
処
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
植
林
と

同
列
に
議
論
さ
れ
て
植
林
は
い
つ
も
後
手
に
ま

わ
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
長
い
年
月
の
あ
と

に
成
果
が
現
れ
る
植
林
は
損
な
役
回
り
で
あ

る
。
し
か
し
あ
る
と
き
水
が
出
な
く
な
っ
て
よ

く
よ
く
調
べ
て
み
た
ら
、
水
源
の
森
の
木
が
な

く
な
っ
て
い
た
ら
ど
う
な
る
か
。
そ
れ
か
ら
木

を
植
え
て
も
す
ぐ
に
は
間
に
合
わ
な
い
。
大
金

を
投
じ
て
も
木
は
す
ぐ
に
大
き
く
は
な
ら
な

い
。
一
方
ゴ
ミ
問
題
は
お
金
で
解
決
が
で
き

る
。
た
と
え
ば
無
人
島
を
購
入
し
て
、
最
新
の

ゴ
ミ
処
理
装
置
を
設
置
し
、
補
償
が
必
要
な
ら

十
分
な
手
当
て
を
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
時
間
を

か
け
な
く
と
も
解
決
は
可
能
だ
。
逆
に
お
金
が

な
け
れ
ば
時
間
を
か
け
て
も
解
決
は
で
き
な

い
。
時
間
で
し
か
解
決
で
き
な
い
も
の
と
お
金

で
解
決
で
き
る
も
の
と
を
混
同
し
て
は
い
け
な

い
。 日

本
は
島
国
で
あ
る
と
同
時
に
山
国
で
あ

る
。
山
が
荒
れ
れ
ば
、
川
も
海
も
全
滅
。
日
本

丸
は
沈
没
だ
。
森
林
は
日
本
の
国
土
の
守
護

神
、
だ
か
ら
植
林
は
国
家
最
優
先
の
事
業
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
か
と
い
っ
て

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
森
づ
く
り
は
で
き
な
い
。
そ

れ
は
山
村
の
人
々
の
仕
事
だ
。
し
か
し
現
在
の

林
業
は
儲
か
ら
な
い
。
過
疎
化
が
進
む
わ
け

だ
。
山
村
の
生
活
が
い
や
だ
と
い
う
の
で
は
な

い
、
生
活
が
で
き
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
生
活
で

き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
が
環
境
税
。
そ
う
す

れ
ば
山
村
も
賑
わ
い
を
増
す
。
山
が
蘇
る
。
川

も
海
も
豊
か
に
な
る
。
水
源
の
森
づ
く
り
を
山

村
だ
け
に
押
し
付
け
る
の
は
、
権
利
だ
け
を
主

張
し
て
義
務
は
果
た
さ
な
い
現
代
の
風
潮
と
一

致
す
る
が
、
そ
れ
も
限
界
が
あ
る
こ
と
に
皆
が

気
づ
き
始
め
た
。
我
々
の
活
動
も
植
林
を
通
じ

た
啓
蒙
活
動
に
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
「
水
源

の
森
は
皆
で
守
る
」
と
い
う
世
論
づ
く
り
に
少

し
は
貢
献
で
き
た
か
な
と
思
う
。 

２
年
前
か
ら
次
世
代
へ
の
夢
の
継
承
に
力
を

入
れ
て
き
た
。
よ
う
や
く
成
果
が
現
れ
て
き

た
。
埼
玉
県
立
浦
和
高
校
の
同
窓
会
が
「
浦
高

百
年
の
森
づ
く
り
」
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ

た
。
在
校
生
を
巻
き
込
ん
だ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

発
展
す
る
ま
で
に
は
少
々
時
間
が
か
か
り
そ
う

な
の
で
、
と
り
あ
え
ず
総
合
教
育
の
一
環
と
し

て
取
り
あ
げ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
植
林

活
動
に
参
加
し
た
高
校
生
は
や
が
て
大
学
に
進

学
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
と
き
植
林
の
体

験
は
進
路
を
決
め
る
際
の
大
き
な
手
が
か
り
に

な
る
に
違
い
な
い
。
「
人
は
木
よ
り
も
早
く
育

つ
。
人
の
教
育
が
大
切
」
と
は
畠
山
重
篤
氏

（
「
森
は
海
の
恋
人
」
活
動
を
主
宰
。
宮
城
県

で
牡
蠣
の
養
殖
を
し
て
い
る
）
か
ら
教
え
て
い

た
だ
い
た
こ
と
だ
が
、
春
秋
に
富
む
高
校
生
は

そ
の
意
味
で
は
も
っ
と
も
大
切
な
年
代
だ
。
人

生
を
考
え
る
と
き
に
も
何
ら
か
の
参
考
に
な

る
。
こ
の
浦
高
同
窓
会
の
動
き
に
最
も
早
く
反

応
す
る
の
は
自
前
の
演
習
林
を
持
つ
秩
父
農

工
。
つ
ぎ
は
私
立
高
校
が
立
ち
上
が
る
だ
ろ
う

か
。
旧
制
中
学
の
流
れ
を
汲
む
熊
谷
高
校
、
川

越
高
校
、
春
日
部
高
校
も
黙
っ
て
は
い
ら
れ
な

い
。
植
林
に
参
加
す
れ
ば
今
ま
で
見
え
な
か
っ

た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
水
源
の
森
の
素
晴
ら

し
さ
や
大
切
さ
、
山
村
の
現
状
、
森
林
の
持
つ

多
面
的
機
能
、
森
林
文
化
な
ど
。 

 

植
林
の
経
験
は
豊
か
な
人
生
の
大
き
な
ス

テ
ッ
プ
に
な
る
と
確
信
し
て
い
る
。 

環
境
税
と
環
境
教
育 

百
年
の
森
づ
く
り
の
会 

会
長 

内 

藤 

勝 

久 
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細
い
道
が

ガ
タ
コ
ト
と

揺
ら
れ
て
、

中
津
川
山
吹

沢
入
口
ま
で

来
た
。
見
覚

え
の
あ
る
風

景
に
気
づ
い

た
。
三
十
数

年
前
、
両
神

山
に
登
り
、
八
丁
峠
を
越
え
て
下
山

し
た
道
だ
と
思
い
出
し
た
。 

 

バ
ス
を
降
り
、
わ
ず
か
な
急
斜
面

を
登
り
、
目
的
地
に
着
い
た
。
す
で
に

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
子
供
た
ち
が
大

勢
来
て
い
た
の
に
は
感
激
し
た
。 

山
で
の
弁
当
は
う
ま
い
。
し
か
し
、
作

業
が
気
に
な
り
、
自
然
と
箸
の
運
び

が
早
く
な
る
。
数
班
に
分
か
れ
て
作

業
が
始
ま
っ
た
。
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、

山
桜
等
の
苗
木
を
分
け
て
、
こ
こ
は

ブ
ナ
、
こ
の
辺
は
山
桜
を
と
、
リ
ー

ダ
ー
の
指
示
に
従
っ
て
植
栽
が
進
ん

で
い
く
。
雑
草
の
根
っ
こ
だ
ら
け
の

大
地
に
し
っ
か
り
と
植
え
た
。
支
柱

も
立
て
た
。
雑
草
に
負
け
な
い
よ
う

中
津
川
山
吹
沢
の 

 
 

植
林
に
参
加
し
て 

  
 

百
年
の
森
づ
く
り
の
会 

会
員 

 
 

松 

村 

勝 

三 
 

５月２２日、大滝村中津川の山吹沢県有林で、昨年にひきつづき植林作

業が行われました。スギの伐採跡地に、少しずつ木々が育ちはじめてい

ます。今年から秩父カブスカウトの小学生や鳩ヶ谷八幡木中の科学部の

中学生も加わり、楽しみながら森づくりを行いました。 
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頑
張
れ
と
祈
り
な
が
ら
、
ピ
ン
ク
の

リ
ボ
ン
を
つ
け
る
。
十
数
年
後
に
は

お
花
見
が
で
き
る
ね
、
な
ど
と
話
し

合
い
な
が
ら
の
作
業
だ
っ
た
。 

 

そ
の
夜
、
中
津
川
キ
ャ
ン
プ
場
で
、

苗
木
つ
く
り
の
説
明
会
が
開
か
れ

た
。
ド
ン
グ
リ
の
一
年
も
の
、
２
年
も

の
、
３
年
も
の
と
鉢
植
え
の
苗
木
を

見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
成
長
の

早
さ
と
、
し
っ
か
り
し
た
苗
木
を
見

た
時
、
思
わ
ず
家
内
と
目
を
見
合
わ

せ
た
。
実
は
私
達
も
３
年
前
の
東
大

演
習
林
見
学
の
時
、
ド
ン
グ
リ
を

拾
っ
て
持
ち
帰
り
、
庭
に
蒔
き
ま
し

た
。
う
ま
く
発
芽
し
、
育
っ
た
苗
木
が

６
本
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
い
つ
か
、
こ
の

苗
木
を
中
津
の
山
に
持
っ
て
行
き
、

植
え
て
あ
げ
た
い
ね
、
と
日
頃
話
し

合
い
な
が
ら
、
今
回
の
植
林
作
業
に

も
参
加
し
た
の
で
す
。
苗
木
づ
く
り

の
説
明
会
は
、
ほ
ん
と
う
に
好
機
で

し
た
。
来
年
の
夢
が
広
が
り
、
参
加
が

楽
し
く
な
り
ま
す
。
先
生
と
一
緒
に

参
加
し
た
科
学
部
の
中
学
生
さ
ん
と

楽
し
い
お
し
ゃ
べ
り
が
で
き
ま
し

た
。
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
、
思
い
出
に
残
る

夕
べ
で
し
た
。 

私
の
孫
も
３
歳
に
な
り
、
あ
と
３

年
も
す
れ
ば
、
私
達
の
植
え
た
木
を

見
せ
に
連
れ
て
来
て
、
植
林
の
大
切

さ
、
成
長
を
見
守
る
た
の
し
さ
、
山

の
す
ば
ら
し
さ
を
教
え
て
あ
げ
た
い

と
思
い
ま
し
た
。 

7月24日59名が参加して下刈り作業を行いまし

た。作業班を3つ分け、1班は昨年植林した0.8

ヘクタールの下刈り作業、子供たちを中心に

した2班は、3箇所に設けられた植生調査区の

観察と整備、3班は今年5月に植林作業をおこ

なった0.4ヘクタールのエリアで下刈り作業を

行いました。2年目をむかえる植林地では、オ

オバアサガラやイタヤカエデ、アオギリ、オ

ヒョウなどの幼樹がみられるようになりまし

た。それらの幼樹を切らないように残しなが

ら、植栽された苗木の根回りの刈り払いを行

いました。 

7.24 山吹沢下刈り 

7.25 大陽寺下刈り 

大滝村大血川の大陽寺の下刈り作業は、3年目

をむかえます。大陽寺の参道に沿う急斜地に

コナラやヤマザクラなどの広葉樹300本が植林

されています。背丈を越える下草刈りに前日

にひきつづき、鳩ヶ谷八幡木中学校の中学生

も取り組みました。その時の様子が学校の

ホームページに掲載されています。引率され

た守谷先生は、｢炎天下の中、急斜面で大きな

鎌を振り回し、刈ることの大変さを学ぶ事が

出来ました。…苗木より勢いのある草やタラ

の木、つる性の植物など光を求めて強い植物

だけが生き延びる世界を目の当たりにしまし

た。植えた苗木を見つけながら周りを丁寧に

刈り取って行く作業の大切さが分かりまし

た」と感想をのべられています。 
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植林開始時の山吹沢の植生について 
百年の森づくりの会 常務理事 市 川 嘉 一 

 2003年7月30日に埼玉県高等学校生物研究会が、秩父中

津川地区で夏の現地調査会を行い、山吹沢県有林の植生

調査を行いました。生物研究会のご好意で『埼玉生物44号』

より、その結果をお借りし、第１区の階層などを改変して載

せます。   

 第１区（緩傾斜地）、第３区（沢沿い）の陽樹を中心とする

植生が、遷移初期の典型的な植生と考えられます。 

 １年後の2004年7月24日に、秩父カブスカウトや鳩ヶ谷八

幡木中学校の科学部の子ども達と観察した時、第１区は右

横に作業道が作られたため左側に2ｍ移動しましたが、第１

区と第４区の植生は、おおむね前年度と同じでした。第３区

はハチの巣があったため十分な観察ができませんでした

が、前年に見られた絶滅危惧種のナベナはすべて枯れ、オ

オバアサガラの低木林となっていました。第２区は県植栽域

に入ったため、この報告からは割愛しました。 

 植林開始時点の山吹沢の植生調査は、今後の森づくりの

ための貴重な基礎資料になるものです。 

第１区 オオバアサガラ低木林 

標高        1050ｍ 

傾斜方向 S10°W 

傾斜角度 15° 

測定者     愛川・尾形・平・石川 

              ・斎藤 

記入者     朝尾 

枠            5ｍ×5ｍ 

８０年生のスギ植林を伐採後２年経過、すでに被度70％を越えて

いる。 

【調査の方法】 

 林 分 の 調 査 で は 階 層 を 高 木 層

（Ap）、亜 高 木 層 (As)、第 １ 低 木 層

（F1）、第2低木層(F2)、草本層（H）、つ

る植物（C）およびコケ層（M）に分けて

調査した。目算で各階層ごとに被度を

求め、それをもとにAp・As・F1の階層

は、胸高断面積により各種ごとに被度

を算出し、他の階層はそれぞれ目算

によった。このようにして求めた被度

をもとに種別の優先度を求めた。 

 低木林の調査では、目算で各層ごと

に被度を求め、それをもとに各種別の

優先度を算出した。 

 調査数が不十分なので詳しい解析

は行わず、各層ごとの種組成と優先

度のみを示した。 

■山吹沢県有林全景 
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第３区 ナベナ-オオバアサガラ低木林 

標高         1035ｍ 

調査地    東経138度47分08.6秒 

                北緯 36度01分05.9秒 

傾斜方向 S56°W 

傾斜角度 18.2° 

測定者      木口・三上･田中・市川・山下 

記入者      牧野 

枠            10ｍ×10ｍ 

第４区 サワグルミ林 

標高         1040ｍ 

調査地   東経138度47分08.6秒  

              北緯 36度01分05.9秒 

傾斜方向 S74°W 

傾斜角度 26° 

測定者     木口・三上･田中・市川・山下 

記入者     牧野 

枠            10ｍ×10ｍ 

この地域に残る自然植生に近い森林と考えられる。 

■7.24下刈り時の子どもたちによる植生観察 ■オオバアサガラ 
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た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た

内
藤
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
こ
の
よ

う
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し

て
、
林
業
の
プ
ロ
の
皆
さ
ん
に
素
人
が

進
め
て
お
り
ま
す
植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
の
一
端
を
ご
披
露
で
き
ま
す
こ

と
、
誠
に
あ
り
が
た
く
か
つ
光
栄
に

思
っ
て
い
ま
す
。 

 

１
．
埼
大
ワ
ン
ゲ
ル
創
部
４
０
周
年

記
念 

  

私
た
ち
の
百
年
の
森
づ
く
り
は
、
埼

玉
大
学
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
創
部

４
０
周
年
を
記
念
し
て
始
め
た
植
林
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
す
。
ブ
ナ
や
ミ
ズ

ナ
ラ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
を
水
源
の
森

に
植
え
て
百
年
が
か
り
で
緑
の
ダ
ム
を

つ
く
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

 

今
か
ら
ち
ょ
う
ど
１
０
年
前
の
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
私
は
埼
玉
大
学
ワ
ン

ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
Ｏ
Ｂ
会
長
に
就
任

し
ま
し
た
。
５
４
歳
の
と
き
で
し
た
。

２
年
後
に
創
部
４
０
周
年
記
念
行
事
が

控
え
て
い
ま
し
た
。
記
念
事
業
を
し
っ

か
り
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
私
に
与
え
ら

れ
た
当
面
の
一
番
の
課
題
で
し
た
。

せ
っ
か
く
与
え
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ス
で
し

た
の
で
何
と
か
し
て
自
分
ら
し
い
ア
イ

デ
ィ
ア
を
見
つ
け
た
い
と
考
え
ま
し

た
。
し
か
し
な
か
な
か
い
い
ア
イ
デ
ィ

ア
は
浮
か
ぶ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
っ
と
い
う
間
に
１
年
が
た
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
悩
み
に
悩
み
一
生
懸
命
考

え
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
ふ
と
「
ブ

ナ
の
森
を
つ
く
ろ
う
」
と
思
っ
た
ん
で

す
。
芽
吹
き
の
こ
ろ
の
白
と
新
緑
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
、
５
月
の
連
休
明
け
に

登
っ
た
岩
木
山
の
ブ
ナ
が
奏
で
る
旋
律

の
な
い
音
楽
、
４
５
年
前
の
晩
秋
の
北

八
ヶ
岳
の
紺
碧
の
空
に
広
が
る
紅
葉
の

ブ
ナ
な
ど
懐
か
し
い
思
い
出
が
次
々
に

沸
い
て
き
ま
し
た
。 

  

そ
れ
か
ら
周
到
な
準
備
が
始
ま
り
ま

し
た
。
ま
ず
女
房
に
話
し
て
み
ま
し

た
。
「
亭
主
の
ロ
マ
ン
は
女
房
の
不

満
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
結
婚
し
て
こ

の
方
、
女
房
は
最
大
の
抵
抗
勢
力
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
埼
大
の
ワ
ン
ゲ
ル

Ｏ
Ｇ
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
い

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
私
も
い
き
ま
す

よ
」
と
い
と
も
簡
単
に
賛
成
し
て
く
れ

た
ん
で
す
。
強
力
な
同
志
が
現
れ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
い
く
ら
女
房

が
ワ
ン
ゲ
ル
Ｏ
Ｇ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

記
念
事
業
を
夫
婦
二
人
で
決
め
る
こ
と

な
ど
で
き
ま
せ
ん
し
、
安
心
で
き
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
高
校
時
代
の
２
人
の
友
人

に
相
談
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
２
人

と
も
東
大
に
進
ん
だ
秀
才
で
す
が
、
秀

才
と
い
う
の
は
情
に
な
が
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
ク
ー
ル
な
人
が
多
い
の
で
、
ど

ん
な
反
応
が
あ
る
か
楽
し
み
で
し
た
。

い
っ
ぱ
い
や
り
な
が
ら
ブ
ナ
の
森
の
構

想
を
話
す
と
、
二
人
と
も
即
座
に
「
そ

れ
は
す
ば
ら
し
い
考
え
だ
。
俺
も
や
る

よ
」
と
い
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
同

志
は
３
人
と
な
り
ま
し
た
。
で
も
ま
だ

不
安
は
残
り
ま
す
。
若
者
が
つ
い
て
き

て
く
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
ま

た
ま
ワ
ン
ゲ
ル
の
学
生
た
ち
が
毎
年
秋

に
高
尾
山
や
陣
馬
山
で
清
掃
登
山
を
し

て
い
ま
し
た
の
で
、
２
回
ほ
ど
参
加
し

て
こ
れ
は
い
け
る
と
思
っ
た
ん
で
す
。

と
い
う
の
は
普
段
は
ど
ろ
っ
と
し
て
い

る
学
生
た
ち
が
ご
み
を
見
つ
け
る
や
急

な
斜
面
で
も
駆
け
下
り
て
拾
っ
て
く
る

ん
で
す
。
そ
の
と
き
の
目
は
輝
い
て
い

る
の
で
す
。
私
よ
り
も
３
０
歳
も
若
い

学
生
も
賛
成
派
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し

ま
し
た
。
つ
ぎ
に
植
林
す
る
た
め
に
は

技
術
や
知
識
を
習
得
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
、
埼
玉
県
の
森
林
サ
ポ
ー
タ
ー
ク

ラ
ブ
の
第
１
回
の
研
修
に
参
加
し
て
植

栽
、
下
草
刈
り
、
間
伐
な
ど
学
び
ま
し

た
。
準
備
は
万
端
整
い
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
必
ず
成
功
す
る
だ
ろ
う
と

確
信
し
ま
し
た
。
し
か
し
活
動
が
広
が

れ
ば
広
が
る
ほ
ど
初
期
の
目
的
が
薄
れ

る
心
配
が
あ
り
ま
し
た
。
今
日
は
原
爆

記
念
日
で
す
が
、
原
水
禁
運
動
も
元
は

主
婦
の
発
想
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
世
界
で
初
の
原
爆
被
爆
国
。
な
ぜ

も
っ
と
し
っ
か
り
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

国
民
一
体
と
な
っ
て
全
世
界
に
発
信
で

き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
年
こ
の
時

 「
森
づ
く
り
」が
目
指
す
も
の 

 
                                 

内 

藤 

勝 

久 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２
０
０
４
年
８
月
６
日 

於
・
寄
居
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
中
央
部
森
林
組
合 

講
演 
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節
に
な
る
と
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い

ま
し
た
の
で
、
コ
ン
セ
プ
ト
が
い
か
に

大
切
か
痛
感
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

コ
ン
セ
プ
ト
づ
く
り
に
取
り
掛
か
り
ま

し
た
。
「
山
へ
の
恩
返
し
」
と
い
う
言

葉
は
比
較
的
簡
単
に
浮
か
び
ま
し
た
が

き
わ
め
て
漠
然
と
し
て
い
ま
す
。
ど
こ

の
山
か
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
山
は

登
山
の
対
象
で
す
が
、
川
の
源
流
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
う
だ
「
水
を
育
む
」
と

い
う
修
飾
語
を
つ
け
れ
ば
い
い
で
は
な

い
か
。
こ
れ
な
ら
水
源
の
山
、
秩
父
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
準
備
完
了
で

す
。
私
の
決
意
は
確
固
た
る
も
の
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
役
員
会
に

は
か
る
と
反
応
は
鈍
い
ん
で
す
。
無
理

も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
ブ
ナ
の
森
づ
く

り
に
到
達
し
た
過
程
も
ブ
ナ
に
ま
つ
わ

る
思
い
出
も
す
ぐ
に
理
解
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
す
。
説
得
に
し
ば
ら
く
時
間

を
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
お
祭
り

で
す
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
が
参

加
す
る
の
が
理
想
で
す
の
で
、
役
員
の

意
見
を
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
「
学
生
が
や
っ
て
い
る
ゴ
ミ
拾
い

が
い
い
」
と
い
う
の
で
、
第
１
回
の
活

動
は
雲
取
山
の
清
掃
登
山
と
決
ま
り
ま

し
た
。
ワ
ン
ゲ
ル
の
新
旧
部
長
、
Ｏ
Ｂ

１
３
名
、
学
生
２
６
名
計
４
１
名
の
参

加
で
大
成
功
を
収
め
ま
し
た
が
、
そ
の

後
の
役
員
会
で
最
も
若
い
役
員
か
ら

「
ご
み
拾
い
は
夢
が
な
い
、
会
長
が
提

唱
し
て
い
る
ブ
ナ
の
森
を
つ
く
ろ
う
で

は
な
い
で
す
か
」
と
の
提
案
が
あ
り
ま

し
た
。
即
座
に
私
は
そ
の
提
案
を
取
り

上
げ
次
回
か
ら
ブ
ナ
の
木
を
植
え
る
こ

と
に
し
た
の
で
す
。 

 

２
．
奇
特
の
人
と
言
わ
れ
て 

  

和
名
倉
山
の
村
有
林
を
お
借
り
す
る

に
当
た
っ
て
県
の
農
林
部
の
林
務
課
に

ご
支
援
を
お
願
い
し
に
行
き
ま
し
た
。

秩
父
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
所
長
を
勤

め
て
お
ら
れ
る
小
室
さ
ん
が
窓
口
で
し

た
。
課
長
補
佐
で
し
た
。
後
で
聞
い
た

話
で
す
が
「
ご
奇
特
な
人
が
い
る
も
ん

だ
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
ご
奇
特
と

い
う
言
葉
に
は
尊
敬
と
い
う
よ
り
や
や

あ
き
れ
た
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。
素
人
に
森
な
ぞ
で
き

る
わ
け
が
な
い
、
す
ぐ
に
や
め
る
だ
ろ

う
が
地
元
埼
玉
大
学
の
ワ
ン
ゲ
ル
Ｏ
Ｂ

会
と
い
う
素
性
も
明
ら
か
だ
し
、
目
的

も
創
部
４
０
周
年
記
念
事
業
と
は
っ
き

り
し
て
い
る
の
で
少
し
手
伝
っ
て
み
る

か
と
お
考
え
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
大
滝
村
と
の
交
渉
も
お
か
げ
さ

ま
で
無
事
に
終
了
し
ま
し
た
。
活
動
を

始
め
て
７
年
が
た
ち
ま
し
た
。
昨
年
の

１
１
月
に
は
１
２
０
０
万
円
の
工
費
と

の
べ
６
０
０
名
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

り
植
林
小
屋
を
完
成
し
、
ま
た
会
員
も

７
０
０
名
を
超
え
、
こ
の
４
月
２
９
日

の
緑
の
日
に
は
森
林
・
林
業
の
振
興
に

功
績
が
あ
っ
た
と
し
て
、
埼
玉
県
知
事

表
彰
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
５
月
に
行

わ
れ
た
今
年
の
総
会
の
後
の
懇
親
会

で
、
私
の
周
到
な
準
備
を
ご
存
じ
な
い

小
室
所
長
は
私
の
友
人
に
「
こ
れ
ほ
ど

長
く
続
く
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
本

音
を
漏
ら
さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

 

３
．
わ
が
心
の
源
流 

  

と
こ
ろ
で
本
日
の
講
演
に
あ
た
っ
て

な
ぜ
私
が
こ
の
よ
う
な
ご
奇
特
な
こ
と

を
は
じ
め
た
の
か
考
え
て
み
ま
し
た
。

漁
業
関
係
者
が
山
に
植
林
す
る
話
は
沢

山
あ
り
ま
す
。
私
が
知
っ
て
い
る
だ
け

で
も
全
国
に
３
２
、
厚
岸
の
漁
師
の
主

婦
、
襟
裳
岬
の
人
々
（
森
進
一
の
「
襟

裳
岬
」
で
襟
裳
の
春
は
何
も
な
い
春
で

す
、
と
い
う
歌
詞
に
地
元
の
関
係
者
は

怒
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
今
で
は
海
が

蘇
り
立
派
な
昆
布
が
取
れ
る
か
ら
で

す
。
）
宮
城
県
の
気
仙
沼
の
畠
山
さ
ん

は
「
森
は
海
の
恋
人
」
運
動
に
１
６
年

前
か
ら
取
り
組
み
小
中
学
校
の
教
材
に

も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
不
思
議

な
こ
と
に
関
東
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
漁

師
さ
ん
に
と
っ
て
魚
介
類
が
獲
れ
な
く

な
れ
ば
死
活
問
題
で
す
。
誰
で
も
そ
の

原
因
を
調
べ
、
対
策
を
講
じ
ま
す
。
と

こ
ろ
が
先
ほ
ど
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
私
は
一
介
の
保
険
屋
で
す
。
木

を
植
え
て
も
保
険
の
取
り
扱
い
が
増
え

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
将
来

政
治
家
に
な
る
つ
も
り
も
あ
り
ま
せ

ん
。 

  

な
ぜ
か
。
私
は
心
の
源
流
を
辿
っ
て

み
ま
し
た
。
す
る
と
３
つ
ほ
ど
思
い
当

た
る
フ
シ
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
ま
ず

は
じ
め
は
日
本
百
名
山
に
挑
戦
し
、
全

国
の
山
に
登
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
私
は
高
度
成
長
期
に
社
会
人
と
な

り
４
０
歳
の
と
き
に
日
本
百
名
山
を
目

指
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
北
は
利
尻
島

の
利
尻
岳
、
南
は
屋
久
島
の
宮
之
浦
岳

と
百
名
山
の
あ
る
と
こ
ろ
ど
こ
で
も
行

き
ま
し
た
。
悲
し
い
こ
と
に
全
国
ど
こ

で
も
乱
開
発
が
進
み
、
山
は
荒
廃
し
、

水
も
安
心
し
て
飲
め
な
く
な
り
ま
し

た
。
学
生
の
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
の
川
の

水
は
き
れ
い
で
顔
を
つ
け
て
が
ぶ
が
ぶ
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飲
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
う
ち

水
が
商
品
。
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
昼
な

お
暗
く
鳥
の
声
ひ
と
つ
し
な
い
放
置
さ

れ
た
杉
や
檜
の
林
を
通
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
あ
り
ま
し
た
。
鳥
が
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
餌
と
な
る
虫
が
い
な
い
、
虫

が
住
め
る
環
境
に
な
い
、
健
全
な
森
が

育
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
本
で
読
ん
だ
知
識
で
す
が
間
伐
を

必
要
と
す
る
立
木
が
全
国
に
７
億
５
０

０
０
万
本
あ
る
そ
う
で
す
。
だ
ん
だ
ん

荒
れ
て
ゆ
く
山
河
を
み
て
私
の
体
に
何

と
か
し
な
け
れ
ば
と
い
う
マ
グ
マ
が
溜

ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
次
に
伊
庭
貞
剛

と
い
う
偉
大
な
リ
ー
ダ
ー
を
知
っ
た
こ

と
で
す
。
私
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
で
も
お

分
か
り
の
よ
う
に
埼
玉
大
学
を
卒
業
後

住
友
海
上
火
災
保
険
と
い
う
損
害
保
険

会
社
に
入
社
し
ま
し
た
。
研
修
で
よ
く

研
修
所
に
行
く
と
そ
こ
に
は
必
ず
住
友

の
歴
代
の
リ
ー
ダ
ー
の
伝
記
が
置
い
て

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
近
代
住
友
の

基
礎
を
築
い
た
伊
庭
貞
剛
は
、
私
の
心

を
捉
え
た
リ
ー
ダ
ー
の
中
の
リ
ー
ダ
ー

で
し
た
。
四
国
の
別
子
銅
山
で
発
生
し

た
日
本
初
の
公
害
問
題
を
解
決
す
る
た

め
、
す
べ
て
の
施
設
を
瀬
戸
内
海
の
無

人
島
に
移
し
、
そ
の
跡
に
事
業
と
し
て

植
林
を
し
た
の
で
す
。
「
別
子
の
山
々

を
元
の
青
々
と
し
た
山
に
戻
す
」
こ
と

に
し
た
の
で
す
。
先
日
な
く
な
っ
た
作

家
の
中
野
孝
次
は
「
伊
庭
貞
剛
は
多
く

の
人
材
を
育
て
、
住
友
の
根
幹
を
つ

く
っ
た
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
よ
り

も
植
林
事
業
を
も
っ
て
己
が
生
涯
の
誇

る
に
足
る
事
業
と
し
た
の
で
あ
る
」
と

絶
賛
し
て
い
ま
す
。
総
工
費
は
別
子
銅

山
の
年
間
の
収
入
に
匹
敵
す
る
金
額

だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

  

一
昨
年
私
は
念
願
の
別
子
銅
山
に

登
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
進
め
て
い
る

百
年
の
森
の
完
成
を
見
る
こ
と
は
不
可

能
で
す
が
、
百
年
前
に
植
え
た
木
を
見

る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
一
部
に
は
ま
だ

焼
け
爛
れ
た
山
肌
が
残
っ
て
い
ま
し
た

が
、
青
々
と
し
た
別
子
の
山
々
が
蘇
っ

て
い
る
の
を
見
て
、
伊
庭
貞
剛
の
英
断

に
深
い
感
銘
を
受
け
る
と
同
時
に
、
こ

れ
か
ら
の
活
動
に
大
き
な
自
信
を
持
つ

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
三
つ
目
は
義

父
の
賛
同
で
す
。
義
父
は
浄
土
真
宗
の

坊
さ
ん
で
し
た
。
金
儲
け
に
は
一
切
興

味
が
な
く
た
だ
ひ
た
す
ら
親
鸞
を
生
き

る
こ
と
に
専
念
し
た
人
で
し
た
。
私
が

長
野
支
店
長
を
し
て
い
た
と
き
、
親
鸞

が
近
く
に
逗
留
し
た
と
い
う
須
坂
の
奥

の
七
味
温
泉
に
案
内
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
と
き
ふ
と
私
は
年
を

と
っ
た
ら
山
で
生
活
し
た
い
と
い
っ
た

の
で
す
。
「
山
か
、
そ
れ
は
い
い
な
」

と
賛
同
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
た
だ
そ

れ
だ
け
の
こ
と
で
す
が
、
妙
に
心
に

残
っ
た
の
で
す
。 

 

４
．
目
的
は
山
村
に
賑
わ
い
を
取
り

戻
す
こ
と 

  

と
こ
ろ
で
百
年
の
森
づ
く
り
と
い
っ

て
い
ま
す
が
年
に
数
回
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
森
づ
く
り
が
で
き
る
ほ
ど
生
易
し

い
も
の
で
な
い
こ
と
は
重
々
承
知
し
て

お
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
活
動
の
目
的

は
植
林
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
植
林
活

動
を
通
じ
た
啓
蒙
活
動
に
よ
る
山
村
の

活
性
化
な
の
で
す
。
参
加
者
に
水
源
の

森
の
大
切
さ
と
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て

山
村
の
フ
ア
ン
を
増
や
し
、
同
時
に
水

源
の
森
を
皆
で
守
る
と
い
う
世
論
を
醸

成
し
て
水
源
税
な
ど
を
確
保
し
、
山
村

の
活
性
化
を
目
指
す
と
い
う
も
の
で
あ

り
ま
す
。
山
村
が
賑
や
か
に
な
っ
て
こ

そ
水
源
の
森
は
守
ら
れ
る
の
で
す
。
加

え
て
荒
川
の
水
系
の
い
た
る
と
こ
ろ
に

百
年
の
森
づ
く
り
の
活
動
の
火
を
と
も

す
こ
と
も
重
要
な
仕
事
で
す
。
荒
川
１

７
３
ｋ
ｍ
の
源
流
か
ら
東
京
湾
に
い
た

る
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
百
年
の
森
づ
く
り

が
始
ま
れ
ば
、
埼
玉
県
は
一
躍
環
境
保

全
の
先
進
県
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
県
産
材

の
優
先
的
使
用
、
廃
材
の
活
用
、
景
観

を
生
か
し
た
エ
コ
ツ
ア
ー
な
ど
並
行
し

て
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
沢
山
あ
り
ま

す
が
大
き
な
流
れ
が
で
き
れ
ば
自
ず
と

解
決
す
る
問
題
で
す
。 

  

百
年
ほ
ど
前
に
内
村
鑑
三
が
指
摘
し

た
と
お
り
、
植
林
は
国
家
最
優
先
の
事

業
で
す
。
私
は
こ
の
活
動
に
携
わ
る
よ

う
に
な
っ
て
年
々
そ
の
感
を
強
く
し
て

い
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
山
が
荒
れ

れ
ば
川
も
荒
れ
、
海
も
荒
れ
、
国
土
は

全
滅
で
す
。
森
林
は
島
国
で
あ
り
山
国

で
あ
る
日
本
の
国
土
の
守
護
神
で
す
。

上
田
知
事
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
国
土
を

守
る
の
は
自
衛
隊
で
は
な
く
、
山
村
の

人
々
で
す
。
昔
の
林
業
家
は
崇
高
な
自

分
た
ち
の
使
命
を
自
覚
し
た
誇
り
高
き

人
々
で
し
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に

か
、
林
業
は
割
の
合
わ
な
い
職
業
と
な

り
、
山
村
は
政
治
か
ら
も
見
放
さ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
証
拠
に
先
の

選
挙
で
林
業
の
大
切
さ
を
訴
え
た
候
補

者
は
一
人
も
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
確

か
に
票
数
か
ら
言
え
ば
山
村
は
魅
力
の
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な
い
票
田
で
す
。
し
か
し
水
源
の
森
の

大
切
さ
を
理
解
す
る
人
が
増
え
れ
ば
、

政
治
家
も
そ
し
て
行
政
も
山
村
に
対
す

る
考
え
を
改
め
る
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
お
そ
ら
く
会
員
が
１
０
，
０
０
０

名
を
超
え
る
と
動
き
が
始
ま
る
と
思
い

ま
す
。
ま
だ
７
０
０
名
で
す
。
年
会
費

２
，
０
０
０
円
で
す
の
で
皆
さ
ん
に
も

会
員
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
１
日
も
早

く
達
成
し
た
い
と
思
い
ま
す 

 

５
．
若
者
た
ち
へ
の
夢
の
継
承 

  

と
こ
ろ
で
私
た
ち
の
最
大
の
課
題

は
、
い
か
に
し
て
我
々
の
夢
を
若
者
に

継
承
す
る
か
で
あ
り
ま
す
。
２
年
前
か

ら
そ
の
対
策
に
力
を
入
れ
て
き
た
成
果

が
少
し
ず
つ
現
れ
て
き
ま
し
た
。
来
年

私
の
母
校
浦
和
高
校
は
開
校
１
１
０
周

年
の
記
念
事
業
に
浦
高
百
年
の
森
を
つ

く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
地
元
の
寄

居
町
に
は
こ
こ
に
お
ら
れ
る
坂
本
全
平

さ
ん
の
肝
い
り
で
協
力
会
が
で
き
、
こ

の
９
月
２
５
日
に
は
浦
高
同
窓
会
館
で

調
印
式
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

全
国
の
進
学
校
で
は
お
そ
ら
く
初
め
て

の
こ
と
で
、
い
ず
れ
マ
ス
コ
ミ
で
も
報

道
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
他
の
高
校

も
追
随
す
る
と
こ
ろ
が
出
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
同
窓
会
員
３
０
，
０
０
０
名

と
１
，
２
０
０
名
の
高
校
生
が
一
体
と

な
っ
て
活
動
が
始
ま
れ
ば
当
然
寄
居
町

の
知
名
度
も
さ
ら
に
上
が
り
、
町
の
活

性
化
に
繋
が
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
土
地
の
所
有
者
は
荒
れ
た
山
を

浦
高
生
が
蘇
ら
せ
て
く
れ
る
と
い
っ
て

喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

  

ま
た
去
る
５
月
に
行
っ
た
中
津
川
山

吹
沢
の
植
林
に
秩
父
の
カ
ブ
ス
カ
ウ
ト

２
２
名
が
父
兄
同
伴
で
、
鳩
ヶ
谷
市
立

八
幡
木
中
学
校
の
科
学
部
の
生
徒
さ
ん

４
名
が
顧
問
の
先
生
を
連
れ
て
参
加
し

て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
小
中
学

生
の
集
団
参
加
は
初
め
て
で
す
。
そ
し

て
先
週
行
っ
た
下
草
刈
り
に
も
参
加
し

て
く
れ
た
の
で
す
。
カ
ブ
ス
カ
ウ
ト
は

４
人
、
八
幡
木
中
学
校
の
場
合
は
２
人

の
先
生
と
６
名
の
生
徒
が
参
加
し
て
く

れ
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
こ
の
活
動
に
最

も
関
係
の
あ
る
は
ず
の
教
育
界
か
ら
の

参
加
は
な
く
寂
し
く
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
秩
父
カ
ブ
ス
カ
ウ
ト
、
八
幡
木
中

学
校
、
浦
和
高
校
が
動
き
出
せ
ば
、
小

中
高
の
参
加
者
が
一
挙
に
増
え
そ
う
な

予
感
が
い
た
し
ま
す
。
現
在
埼
玉
大
学

に
も
百
年
の
森
づ
く
り
を
始
め
る
よ
う

働
き
か
け
て
い
ま
す
。
環
境
に
造
詣
の

深
い
先
生
は
５
学
部
す
べ
て
に
お
ら
れ

ま
す
。
経
済
学
部
は
環
境
経
済
、
環
境

会
計
、
公
共
経
済 

教
養
学
部
は
森
林

文
化
、
地
理
、
昆
虫 

理
学
部
は
生
態

系 

工
学
部
は
環
境
制
御 

教
育
学
部

は
環
境
教
育
、
森
林
療
法
と
い
っ
た
具

合
で
す
。
そ
れ
に
７
，
０
０
０
人
の
学

生
が
い
ま
す
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に

植
林
と
い
う
社
会
貢
献
活
動
を
加
え
る

こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。
実
現
す
る
か

ど
う
か
は
世
論
の
高
ま
り
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。 

  

さ
ら
に
私
が
所
属
す
る
東
京
損
害
保

険
代
理
業
協
会
の
動
き
で
す
。
荒
川
に

大
洪
水
が
発
生
す
る
と
２
２
０
万
人
の

都
民
が
被
災
す
る
と
す
る
東
京
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
が
防
災
も
大
切
な
代
理
店
の

仕
事
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の

で
す
。
荒
川
の
水
源
に
木
を
植
え
て
洪

水
を
防
ぐ
た
め
に
「
百
年
の
森
づ
く

り
」
を
支
援
し
よ
う
と
入
会
し
た
会
員

は
１
２
３
名
。
全
体
の
１
８
％
で
す
。

強
力
な
業
界
支
援
団
体
で
す
。
そ
の
協

会
に
私
は
今
「
江
戸
前
百
年
の
森
づ
く

り
」
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
防
災
の
観

点
か
ら
損
害
保
険
会
社
、
都
庁
、
水
産

関
係
業
者
に
都
民
を
加
え
一
大
運
動
を

展
開
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。 

  

話
は
前
に
戻
り
ま
す
が
小
中
学
生
が

参
加
し
た
５
月
の
植
林
に
３
人
の
幼
児

と
一
緒
に
参
加
し
た
ご
夫
婦
が
い
ま

す
。
ご
主
人
は
市
議
会
議
員
で
す
が
、

「
私
は
植
林
が
大
好
き
で
、
将
来
身
近

な
と
こ
ろ
で
百
年
の
森
づ
く
り
を
始
め

た
い
が
、
名
前
を
使
っ
て
い
い
で
し
ょ

う
か
」
と
聞
か
れ
た
の
で
「
ど
ん
ど
ん

お
使
い
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
は
会
と
し

て
応
援
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

ご
自
分
で
お
や
り
に
な
る
の
は
か
ま
い

ま
せ
ん
」
。
す
る
と
「
私
が
参
加
す
る

目
的
は
会
の
運
営
を
学
ぶ
た
め
で

す
」
。
そ
こ
で
私
は
「
こ
の
様
な
活
動

を
続
け
て
い
け
ば
国
会
議
員
も
夢
で
は

な
い
」
と
持
論
を
の
べ
励
ま
し
て
あ
げ

た
の
で
す
。 

  

大
き
な
善
の
循
環
が
始
ま
り
ま
し

た
。
一
例
を
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、

活
動
の
輪
は
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
ゆ
き

ま
す
。
ど
う
か
皆
さ
ん
我
々
の
よ
う
な

素
人
の
力
を
活
用
し
て
山
村
に
賑
わ
い

を
取
り
戻
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ

ば
新
し
い
林
業
の
時
代
が
始
ま
る
と
思

う
の
で
す
。 

 

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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第
14
回
和
名
倉
の
森
づ
く
り
ワ
ー
ク 

報
告
／
５
月
28
日
〜
30
日 

 

仁
田
小
屋
の
修
復
が
完
成
し
た
記
念
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
行
っ
た
植
林
地
の
観
察

を
し
な
が
ら
、
和
名
倉
山
頂
ま
で
登
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
28
日
は
金
曜
日
で
し
た

が
、
仕
事
を
終
え
て
か
ら
、
ま
た
学
生
は

講
義
を
終
え
て
か
ら
集
ま
り
ま
し
た
の

で
、
仁
田
小
屋
に
全
員
が
そ
ろ
っ
た
の

は
、
夜
の
11
時
過
ぎ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
翌
朝
六
時
四
五
分
、
仁
田
小
屋
を

出
発
し
て
、
植
林
地
「
一
歩
の
森
」
「
セ

カ
ン
ド
フ
ォ
レ
ス
ト
」
を
観
察
し
ま
し

た
。 昨

年
の
観
察
で
は
、
植
栽
し
た
ほ
と
ん

ど
の
ブ
ナ
が
活
着
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

ま
し
た
が
、
今
回
観
察
し
て
み
る
と
、
２

０
０
１
、
２
０
０
２
年
に
植
樹
し
た
も
の

も
だ
い
ぶ
折
れ
て
い
ま
し
た
。
昨
年
５
月

24

日
、

標
高
１
５

５
０
ｍ
の

仁
田
小
屋

尾
根
に
植

栽
し
た
ブ

ナ

の

苗

(

8
年
生
24
本)

も
枯
れ
が
目
立
つ
よ
う
で

し
た
。
こ
れ
は
鹿
に
よ
る
食
害
だ
け
で
は

な
さ
そ
う
で
す
。
植
栽
方
法
や
植
栽
時
期

な
ど
が
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
根
を

お
お
う
菰
を
そ
の
ま
ま
巻
い
た
ま
ま
、
植

え
る
こ
と
は
標
高
の
高
い
場
所
で
は
ほ
と

ん
ど
腐
食
を
期
待
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
根

の
張
り
を
抑
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
植
栽
時
期
に
つ
い
て
は
、
通

常
樹
木
は
、
春
が
根
か
ら
大
量
の
水
を
吸

い
上
げ
る
時
期
で
す
が
、
春
の
植
栽
の

際
、
そ
の
大
切
な
根
を
ど
う
し
て
も
傷
つ

け
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
秋
か
ら
冬
に
か

け
て
な
ら
根
の
活
動
が
休
息
期
に
入
り
ま

す
の
で
、
秋
に
根
巻
き
を
丁
寧
に
行
っ
て

翌
春
ま
た
は
秋
に
植
栽
す
る
の
が
望
ま
し

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
初
か
ら
こ
の
こ

と
は
聞
い
て
い
た
の
で
す
が
、
メ
ン
バ
ー

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
問
題
、
ワ
ー
ク
す
る

た
め
の
陽
の
長
さ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま

で
は
植
林
活
動
は
春
に
行
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
も
、
活
着
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
た
の
で
す
が
、
し
っ
か
り
は
根
付
い

て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
私
た
ち
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
自
然
を
守
り
き
れ
な
い
こ

と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
次
回
の
植
林

の
た
め
に
、
東
大
演
習
林
で
分
け
て
い
た

だ
い
て
い
る
ブ
ナ
の
苗
の
根
巻
き
作
業
を

11
月
20
～
21
日
に
計
画
し
て
い
ま
す
。 

仁
田
小
屋
尾
根
ル
ー
ト
の
標
高
１
７
７

６
～
１
７
８
０
ｍ
は
水
場
確
保
の
た
め
巻

き
道
で
登
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
新
た
に

尾
根
ル
ー
ト
を
確
保
し
よ
う
と
薮
を
漕
い

で
登
り
ま
し
た
。
尾
根
ル
ー
ト
の
方
が
足

場
は
い
い
の
で
す
。
次
回
ワ
ー
ク
（
10
月

16
日
か
ら
17
日
）
に
、
こ
の
ル
ー
ト
を
正

式
な
作
業
道
と
し
て
整
備
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。 

 

途
中
の
ん
び
り
雲
取
山
な
ど
を
眺
め
な

が
ら
、
十
一
時
三
十
分
に
山
頂
に
着
き
ま

し
た
。
和
名
倉
山
頂
は
３
６
０
度
原
生
林

に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
展
望
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
展
望
が
な
い
こ
と
を
嘆
く

人
が
多
い
の
で
す
が
、
む
し
ろ
こ
の
苔
む

し
た
こ
の
原
生
林
に
囲
ま
れ
て
い
る
の

が
、
奥
秩
父
の
魅
力
で
す
し
、
和
名
倉
山

の
魅
力
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

和
名
倉
か
ら
東
仙
波
山
〜
惣
小
屋
谷
の

ル
ー
ト
は
、
以
前
、
山
仕
事
の
た
め
の
作

業
道
で
し
た
が
、
林
業
の
衰
退
と
と
も
に

歩
む
人
が
い
な
く
な
り
、
廃
道
な
っ
て
い

ま
す
。
10
年
ほ
ど
前
か
ら
川
越
工
業
高
校

山
岳
部
Ｏ
Ｂ
会(K

TA
C
)

が
整
備
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
薮
が
濃
く
、
獣
道

が
縦
横
に
入
り
込
ん
で
い
ま
す
。
十
分
な

経
験
や
体
力
の
な
い
人
に
は
、
き
わ
め
て

危
険
な
コ
ー
ス
で
す
。
最
近
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
こ
の
山
域
の
山
行
記
録
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、K

TA
C

と
し
て
も
、

百
年
の
森
づ
く
り
の
会
と
し
て
も
、
さ
ら

に
大
滝
村
と
し
て
も
と
て
も
心
配
し
て
い

ま
す
。
も
と
も
と
和
名
倉
山
は
遭
難
の
多

い
と
こ
ろ
で
す
。
町
か
ら
離
れ
て
い
ま
す

し
、
道
は
整
備
さ
れ
て
な
く
、
不
明
瞭
な

と
こ
ろ
が
多
い
か
ら
で
す
。
あ
ま
り
、
遭

難
事
故
と
し
て
大
き
な
報
道
に
は
な
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
以
前
に
私
も
、
比
較
的

ル
ー
ト
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
二
瀬
尾
根

ル
ー
ト
で
白
骨
体
を
発
見
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
い
く
つ
も
行
方
不
明
の
状
態
の

遭
難
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
安
易
な
入

山
は
控
え
る
と
と
も
に
、
安
易
な
入
山
の

誘
い
も
避
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
当
の
私
は
、K

TA
C

の
ル
ー
ト
整
備
に

参
加
し
、
こ
れ
ま
で
に
２
回
周
回
し
ま
し

た
が
、
8
か
ら
10
時
間
ほ
ど
か
か
っ
て
い

ま
す
。
今
回
、
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
の

メ
ン
バ
ー
に
は
、
和
名
倉
山
の
魅
力
を
さ

ら
に
深
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、K

TA
C

元
顧
問
の
高
橋
先
生
に
案
内
し
て
も
ら

い
、
周
回
コ
ー
ス
で
下
山
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。 

和
名
倉
山
か
ら
東
仙
波
山
ま
で
は
、
一

時
間
半
ほ
ど
の
軽
い
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
あ

る
尾
根
道
で
す
。
時
折
、
樹
林
が
透
け
、

笠
取
山
方
面
が
望
め
ま
す
。
左
手
に
三
角

の
「
カ
ン
バ
ア
ノ
頭
」
が
見
え
る
と
、
す

ぐ
に
東
仙
波
山
で
す
。
東
仙
波
山
か
ら
は

飛
龍
山
が
大
き
く
見
え
ま
す
。
荷
物
は
か

な
り
軽
装
で
し
た
が
、
結
構
歩
き
ま
し
た

の
で
、
今
回
が
本
格
的
な
登
山
の
初
体
験

だ
っ
た
大
学
生
は
だ
い
ぶ
疲
れ
て
い
ま
し

た
。
た
だ
こ
の
後
は
下
り
な
の
で
、
慎
重

に
お
り
る
だ
け
で
す
の
で
、
が
ん
ば
っ
て

も
ら
い
ま
し
た
。 

 

和
名
倉
の
森
づ
く
り
の
こ
れ
か
ら 

 
 
 
 

百
年
の
森
づ
く
り
の
会 

副
会
長  

高 
 

岡 
 

正  

彦 

仁田小屋横のミツデカエデ

の幹に取り付けた巣箱 
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こ
れ
ま
で
に
２
度
通
過
し
た
の
で
す

が
、
私
も
疲
れ
て
い
た
せ
い
で
し
ょ
う

か
、
長
々
と
続
く
薮
の
ト
ン
ネ
ル
に
は
、

参
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
ま
だ
足
場
の
崩
れ

や
す
い
箇
所
が
数
カ
所
あ
り
、
よ
う
や
く

『
鹿
の
楽
園
』
（K

TA
C

命
名
）
に
着
く
と

へ
た
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
こ
に

は
直
径
１
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
ブ
ナ
、
ト

チ
ノ
キ
等
が
何
本
も
あ
り
ま
す
。
鹿
だ
け

で
な
く
様
々
な
動
物
が
戯
れ
る
広
々
と
し

た
こ
こ
は
、
ま
さ
に
大
き
な
森
を
支
え
る

緑
の
ダ
ム
で
す
。
木
々
は
根
を
大
き
く
広

げ
山
を
支
え
、
水
源
と
な
る
秘
境
の
地
と

い
う
こ
と
で
す
。
和
名
倉
に
は
、
こ
の
よ

う
な
森
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。 

『
鹿
の
楽
園
』
以
降
も
危
険
な
と
こ
ろ

を
通
過
し
ま
す
。
ヒ
ノ
キ
の
植
林
地
帯
に

入
る
と
、
大
洞
川
に
出
合
い
ま
す
。
時
刻

も
八
時
を
過
ぎ
て
お
り
、
29
日
朝
仁
田
小

屋
に
入
っ
た
会
員
の
三
名
が
、
心
配
し
て

松
葉
沢
出
会
い
ま
で
迎
え
に
き
て
く
れ
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 

和
名
倉
の
森
づ
く
り
の
こ
れ
か
ら 

 

ま
ず
は
さ
ら
な
る
和
名
倉
山
の
観
察

が
、
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
第
14
回

の
ワ
ー
ク
で
和
名
倉
山
と
そ
の
周
辺
の
奥

深
さ
や
自
然
の
豊
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
が
、
ま
だ
ほ
ん
の
入
り
口
程
度

で
し
ょ
う
。
沢
の
状
態
も
観
察
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
和
名
倉
の
森
林
の
全
体

像
を
捉
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
鹿
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
た
ち
の
観

察
も
必
要
で
し
ょ
う
。
以
前
に
一
度
、
熊

に
出
合
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
猿
は
林

道
沿
い
で
よ
く
見
か
け
ま
す
が
、
相
当
数

い
る
よ
う
で
す
。
大
滝
村
の
鳥
で
あ
る
コ

マ
ド
リ
な
ど
の
鳥
類
、
昆
虫
、
魚
類
な
ど

の
観
察
も
環
境
評
価
の
生
物
指
標
と
し
て

大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
本
来
、
観

察
は
年
間
を
通
じ
て
、
昼
夜
を
通
じ
て
必

要
で
し
ょ
う
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
メ
ン
バ
ー

で
は
無
理
も
あ
り
ま
す
が
、
ポ
イ
ン
ト
を

決
め
て
、
観
察
を
続
け
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
固
定
カ
メ
ラ
な
ど
を
設
置
し
て
観
察

で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。 

埼
玉
県
の
高
等
学
校
山
岳
部
に
よ
る
高

等
学
校
総
合
体
育
大
会(

５
月
）
で
は
、
例

年
、
川
又
か
ら
入
山
し
、
ヒ
ル
メ
シ
尾
根

経
由
で
、
和
名
倉
に
登
り
、
二
瀬
尾
根
経

由
で
下
山
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ

の
ル
ー
ト
は
多
く
の
高
校
生
が
よ
く
知
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
く
わ
し
い
自
然
観
察

に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
せ
っ
か
く
和
名

倉
山
へ
登
る
の
で
す
か
ら
、
自
然
に
造
詣

の
あ
る
登
山
を
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
「
百
年
の
森
づ
く
り
の

会
」
が
こ
の
よ
う
な
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
こ
と
も
、
百
年
を
こ
え
る
「
森
づ
く

り
」
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

和
名
倉
に
「
自
然
」
を
作
る
の
で
は
な

く
、
和
名
倉
の
観
察
の
機
会
を
重
視
し
、

そ
の
自
然
に
対
し
て
、
援
助
す
る
と
い
う

立
場
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

『
鹿
の
楽
園
』
が
で
き
上
が
っ
た
の
は
す

べ
て
自
然
の
大
き
な
力
で
す
。
様
々
な
要

因
が
重
な
っ
て
、
今
に
至
っ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
あ
の
広
々
と
し
て
高
い
森

は
、
何
十
セ
ン
チ
も
の
厚
さ
に
被
わ
れ
た

落
葉
の
堆
積
物
に
、
源
流
の
水
を
蓄
え
、

極
相
林
の
美
し
い
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
観
察
と
整
備
の
た
め
の
作
業

道
の
確
保
（
限
定
的
に
）
、
荒
廃
斜
面
の

土
壌
流
出
の
防
止
、
樹
木
の
生
長
を
促
進

す
る
た
め
の
植
林
や
間
伐
な
ど
の
森
林
整

備
、
植
林
の
た
め
の
苗
づ
く
り
な
ど
の
活

動
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
、
多
く
の
人
に
理
解
し

参
加
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
一
人
で
も
多

く
の
人
に
、
活
動
を
受
け
継
い
で
い
く
た

め
の
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

最
近
、
謙
虚
な
気
持
ち
で
、
じ
っ
く
り

や
る
こ
と
が
重
要
だ
と
強
く
感
じ
て
い
ま

す
。 

 第
15
回
和
名
倉
森
づ
く
り
ワ
ー
ク
へ
の 

ご
案
内 

 

日
時 

10
月
15
日(

金)

～
17
日(

日) 

作
業 

①
仁
田
小
屋
尾
根
作
業
道
整
備 

 
 

 

②
仁
田
小
屋
周
辺
の
整
備 

参
加
ご
希
望
の
方
は
、
10
月
12
日
ま
で

に
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
詳
し

い
計
画
書
を
お
送
り
し
ま
す
。 

 

標高1800m付近のカラマツ林 

前方に東仙波｢カンバアノ頭｣を望む 

荒れた和名倉頂上付近のシラビソ林 

背丈を越えるスズタケの密生域を進む 

美しい林相を見せる『鹿の楽園』 

仁田小屋前にて 
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日
本
は
造
山
活
動
が
活
発
で
、
地
形
・
地
質
的
に
は
不

安
定
で
複
雑
な
条
件
下
に
あ
る
。
弧
状
列
島
で
、
河
川
は

３
，
０
０
０
ｍ
内
外
の
背
梁
山
脈
か
ら
太
平
洋
・
日
本
海

へ
一
気
に
流
れ
落
ち
る
。
降
雨
・
降
雪
量
の
多
さ
は
、
流

水
に
よ
る
山
地
の
浸
食
を
よ
り
活
発
な
も
の
に
し
、
Ｖ
字

谷
が
網
状
に
発
達
し
独
特
の
渓
谷
美
を
つ
く
っ
て
い
る
。

雨
は
同
時
に
斜
面
崩
壊
を
引
き
起
こ
し
、
山
腹
の
崩
壊
地

形
は
山
歩
き
の
稜
線
か
ら
或
い
は
ア
プ
ロ
ー
チ
の
林
道
か

ら
垣
間
見
る
こ
と
と
な
る
。 

岩
の
割
れ
目
に
進
入
し
た
水
の
凍
結
融
解
や
木
の
根
の

伸
長
、
化
学
作
用
な
ど
に
よ
り
岩
盤
が
岩
屑
と
な
る
風
化

や
流
水
に
よ
る
浸
食
は
自
然
の
営
み
で
、
地
殻
変
動
等
と

共
に
地
球
の
輪
廻
と
も
い
え
、
人
の
力
で
そ
の
全
て
を
防

ぎ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
山
腹
の
崩
壊
は
、
植
生

の
有
無
や
樹
木
の
伐
採
等
に
も
影
響
さ
れ
て
い
る
。 

斜
面
崩
壊
の
進
行
を
防
止
し
植
樹
を
容
易
に
す
る
画
期

的
工
法
と
し
て
、
グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法
を
こ
こ
で
紹
介

す
る
。 

グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法
は
、
当
会
会
員
で
も
あ
る
栗
原

光
二
氏
が
斜
面
崩
壊
を
防
止
し
緑
化
を
図
る
目
的
で
考
案

し
た
工
法
。
簡
単
に
言
う
と
、
急
な
斜
面
を
幅
の
狭
い
棚

田
の
よ
う
な
水
平
面
の
階
段
に
変
え
る
方
法
で
、
こ
の
階

段
平
面
は
植
生
緑
化
の
促
進
に
役
立
つ
と
さ
れ
る
。 

グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
は
垂
直
面
と
そ
の
垂
直
面
が
倒
れ
な

い
よ
う
に
背
面
で
引
っ
張
る
ア
ン
カ
ー
機
構
か
ら
成
っ
て

い
る
。
垂
直
面
は
水
は
通
す
が
土
砂
は
通
過
し
な
い
材
料

の
組
み
合
わ
せ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

垂
直
前
面
の
材
料
は
景
観
に
も
配
慮
。

ア
ン
カ
ー
機
構
は
現
地
の
状
況
に
応
じ

て
、
鋼
棒
を
岩
盤
に
固
定
し
た
り
、
土

砂
の
自
重
を
利
用
す
る
鉄
板
を
用
い
た

り
す
る
。 

裸
地
の
斜
面
と
比
べ
階
段
平
面
は
表
土

の
流
出
が
起
き
に
く
い
。
さ
ら
に
、
グ

リ
ー
ン
ベ
ン
チ
の
階
段
は
各
々
が
崩
れ

よ
う
と
す
る
力(

滑
動
力)

に
抵
抗
す
る

(

ア
ン
カ
ー
機
構)

。
斜
面
は
の
り
面
或

い
は
の
り(

法)

と
も
呼
び
、
の
り
面
の

下
の
部
分
を
の
り
先
と
い
う
が
、
山
地
の
ガ
レ
場
が
雨
で

崩
れ
始
め
る
と
き
、
の
り
先
か
ら
滑
り
始
め
る
こ
と
が
多

い
。
表
層
雪
崩
が
上
部
か
ら
滑
り
始
め
る
の
と
は
少
し
イ

メ
ー
ジ
が
違
う
。
グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
の
最
下
段
の
階
段
が

こ
の
滑
り
始
め
に
対
抗
し
、
次
の
階
段
も
そ
の
場
で
滑
り

始
め
に
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
。 

降
雨
と
斜
面
崩
壊
の
関
係
を
簡
単
に
説
明
す
る
。
空
の

プ
ー
ル
に
立
っ
て
他
人
に
押
さ
れ
る
自
分
を
想
像
し
て
下

さ
い
。
降
雨
量
の
増
加
で
の
り
先
で
は
地
下
水
位
が
急
激

に
上
昇
、
プ
ー
ル
に
水
が
入
り
始
め
つ
い
に
は
首
ま
で
水

面
が
上
が
っ
た
と
し
ま
す
、
こ
れ
で
は
押
す
力
に
抵
抗
し

た
く
と
も
体
が
軽
く
な
っ
て
抵
抗
し
に
く
く
な
り
ま
す

(

抵
抗
力
の
減
少)

、
押
す
側
の
人
は
滑
り
台
に
何
人
も
い

 

ー
水
平
面
創
造
へ
の
挑
戦
ー 

 

  
グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法 

    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

百
年
の
森
づ
く
り
の
会 

理
事（
大
豊
建
設
㈱
勤
務
）  

 

東 
  

克 
 

明 

 

垂直面

潜在的すべり面

滑動力

アンカー機構

グリーンベンチ工法概念図(同研究会ＨＰより東追記)

垂直面

潜在的すべり面

滑動力

潜在的すべり面

滑動力

アンカー機構

グリーンベンチ工法概念図(同研究会ＨＰより東追記)
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て
着
ぶ
く
れ
し
た
格
好
で
体
重
を
か
け
て
い
る
と
し
ま

す
。
雨
が
降
り
、
滑
り
台
に
水
が
流
れ
て
く
る
と
、
濡
れ

た
服
で
見
か
け
の
体
重
が
重
く
な
り
あ
な
た
に
寄
り
か
か

る
力
も
増
す(

滑
動
力
の
増
加)

。
こ
の
と
き
、
プ
ー
ル
の

は
し
か
ら
投
げ
入
れ
た
ロ
ー
プ
を
掴
ん
だ
と
す
る
と
、

ロ
ー
プ
が
切
れ
た
り
腕
力
が
続
く
限
り
押
さ
れ
る
力
に
対

抗
で
き
る
。 

植
林
活
動
へ
の
グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法
の
果
た
す
役
割

を
次
に
述
べ
る
。
グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法
は
階
段
状
の
水

平
面
を
作
る
の
で
、
表
土
や
細
粒
分
の
土
壌
を
流
出
さ
せ

ず
、
雨
水
を
地
中
に
涵
養
し
、
植
生
の
生
育
条
件
を
好
転

さ
せ
る
。
同
時
に
苗
を
植
え
、
下
草
を
刈
る
作
業
を
容
易

に
す
る
効
果
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
地
に
あ
る
在
来
種

の
種
は
斜
面
と
違
い
流
れ
に
く
く
、
自
然
植
生
の
成
長
も

期
待
で
き
る
。 

当
然
、
グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法
の
垂
直
面
と
ア
ン
カ
ー

機
構
は
人
為
的
な
物
で
い
つ
か
は
朽
ち
果
て
る
。 

グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法
は
斜
面
が
森
に
な
る
ま
で
の
手

助
け
を
す
る
補
助
工
法
で
あ
る
。
こ
の
工
法
が
２
０
０
３

年
度
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
金
賞
受
賞
時
の
審
査
委
員
の
評
価

で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
・
・
・
棚
田
状
の
樹
木
を
植
林

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
再
生
を
計
っ
て
い
る
．
金
網
や

間
伐
材
（
垂
直
面
の
材
料
）
は
、
仮
設
的
な
役
割
を
果
た

し
、
長
期
的
に
は
植
林
し
た
樹
木
に
よ
っ
て
安
定
し
た
斜

面
を
形
成
す
る
．
技
術
的
手
法
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
土

木
造
成
に
対
す
る
自
然
再
生
の
考
え
方
、
取
り
組
み
を
高

く
評
価
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。 

グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法
を
当
会
の
植
林
作
業
へ
応
用
す

る
場
合
を
考
え
て
み
た
い
。
グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
研
究
会
で

は
特
に
森
林
育
成
の
グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
を
フ
ォ
レ
ス
ト
ベ

ン
チ
と
名
付
け
て
い
る
が
、
栗
原
氏
は
、
山
地
の
ガ
レ
場

等
を
想
定
し
さ
ら
に
改
良
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。 

一
つ
は
、
材
料
の
軽
量
化
と
作
業
の
簡
便
化
で
、
人
力

で
運
べ
る
材
料
と
道
具
さ
ら
に
訓
練
さ
れ
た
素
人
で
も
可

能
な
作
業
方
法
の
研
究
で
あ
り
。
二
つ
め
は
、
そ
の
場
に

あ
る
間
伐
材
や
枝
等
、
自
然
材
料
の
有
効
利
用
で
、
こ
れ

は
人
力
運
搬
の
軽
減
に
も
つ
な
が
る
。
山
地
の
ガ
レ
場

(

崖
錐
と
呼
ぶ)

の
崖
錐
層
の
厚
さ
は
幅
が
あ
る
が
、
１
ｍ

前
後
の
場
合
鉛
直
面
の
支
柱
を
崖
錐
の
下
の
堅
い
地
盤
に

差
し
込
む
エ
ク
セ
ル
ボ
ル
ト
と
い
う
人
力
で
打
ち
込
め
る

工
夫
も
考
案
さ
れ
て
い
る
。 

グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法
は
伐
採
後
の
根
も
残
り
、
下
草

も
生
え
て
い
る
斜
面
に
適
用
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、

百
年
の
森
づ
く
り
の
会
が
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
中
津

川
、
和
名
倉
の
植
林
作
業
に
応
用
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
自
ら
の
力
で
再
生
で
き
な
い
崖
錐
や
拡
大

す
る
崩
壊
斜
面
こ
そ
、
森
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

森
林
の
保
水
調
整
能
力
は
樹
木
で
は
な
く
、
土
壌
が

担
っ
て
い
る
。
樹
木
は
そ
の
根
を
張
り
巡
ら
し
基
盤
岩
の

割
れ
目
に
食
い
込
み
、
落
ち
葉
で
地
表
面
を
覆
う
こ
と

で
、
こ
の
土
壌
の
流
出
を
防
止
す
る
。
植
生
と
斜
面
崩
壊

の
関
係
で
は
、
①
林
歴
２
０
年
を
境
に
し
て
崩
壊
率
が
３

～
６
倍
低
下
す
る
。
②
２
０
年
以
下
で
は
広
葉
樹
林
に
比

べ
針
葉
樹
林
の
崩
壊
率
が
高
い
。
③
根
は
残
る
が
伐
採
に

よ
り
根
系
の
補
強
効
果(

抵
抗
す
る
力)

は
低
下
す
る
と
い

わ
れ
て
い
る
（
こ
の
部
分｢

土
と
基
礎｣

Ｎ
ｏ
５
４
８
、
大

塚
他
）
。 

現
在
、
当
会
に
は
グ
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
工
法
に
適
し
た
植

林
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
森
は
土

壌
を
守
り
、
土
壌
は
水
を
制
御
し
、
土
壌
は
森
を
育
む
」

将
来
の
活
動
と
し
て
、
裸
の
斜
面
で
の
森
づ
く
り
を
提
唱

し
た
い
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
仁
田
小
屋
下
部
の
斜
面
へ

の
試
験
的
な
適
用
を
２
０
０
５
年
度
の
ワ
ー
ク
に
組
み
込

む
こ
と
を
提
案
す
る
。 

本
文
は
栗
原
氏
の
お
話
、
同
氏
か
ら
の
提
供
資
料
、
グ

リ
ー
ン
ベ
ン
チ
研
究
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://w

w
w

.

greenbench.net/)

を
参
考
と
し
た
が
、
内
容
は
す
べ
て

私
の
責
に
属
す
る
。 
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県
立
図
書
館
で
時
折
り
目
に
し
て
い
る
大
滝
村
の
広
報

誌
「
お
お
た
き
」
の
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
短
歌 

 

何
時
の
日
か 

銘
木
と
な
る
を 
夢
に
見
て 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

遠
嶺
吹
雪
く 
今
日
も
枝
打
つ 

 

大
滝
村
強
石
（
こ
わ
い
し
）
の
吉
田
泰
邦
さ
ん
の
作
で

あ
る
。
枝
打
ち
は
冬
場
の
厳
し
い
作
業
で
あ
る
。
雪
の

中
、
高
い
幹
に
取
り
付
い
て
ひ
た
す
ら
枝
打
ち
を
す
る
姿

に
、
山
を
守
り
続
け
て
き
た
人
の
心
を
写
す
よ
う
で
、
ど

の
よ
う
な
方
な
の
か
お
目
に
か
か
り
た
く
思
っ
て
い
た
。

７
月
の
下
刈
り
作
業
の
た
め
の
下
見
の
帰
り
に
思
い
切
っ

て
お
訪
ね
し
た
。 
 

吉
田
泰
邦
さ
ん

は
、
突
然
の
訪
問

に
も
か
か
わ
ら
ず

快
く
迎
え
て
く
だ

さ
り
、
歌
に
た
が

わ
ぬ
誠
実
な
お
人

柄
で
い
ろ
い
ろ
な

お
話
を
し
て
く
だ

さ
っ
た
。
ま
た
、

光
岩
小
学
校
の
裏

手
の
林
道
を
の
ぼ

り
、
よ
く
手
入
れ
の
施
さ
れ
た
山
林
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ

た
。 住

宅
建
築
工
法
の
変
化
や
外
国
産
木
材
に
よ
る
集
成
材

の
普
及
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
無
垢
材
を
主
流
と
し
て
き
た

国
産
材
の
需
要
は
減
少
し
、
国
産
原
木
価
格
は
大
幅
に
値

下
が
り
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
４
年
前
の
四
国
の

あ
る
森
林
組
合
の
試
算
で
は
、
林
道
か
ら
３
０
０
ｍ
は
な

れ
た
４
５
年
生
の
ス
ギ
を
伐
り
出
し
、
ト
ラ
ッ
ク
で
原
木

市
場
ま
で
運
ぶ
と
、
市
場
手
数
料
を
ふ
く
め
一
本
あ
た
り

３
６
２
８
円
の
経
費
が
か
か
る
。
市
場
価
格
が
こ
れ
を
下

回
る
現
状
で
は
、
山
を
所
有
し
て
い
る
林
家
に
は
、
大
き

な
負
担
だ
け
が
残
り
、
そ
こ
に
は
「
山
持
ち
貧
乏
」
と
陰

口
が
さ
さ
や
か
れ
る
よ
う
な
重
い
現
実
が
あ
る
。
山
林
面

積
１
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
山
持
ち
を
「
林
家
」
と
定
義

し
て
い
る
が
、
少
し
古
い
統
計
で
は
、
１
９
９
０
年
の
埼

玉
の
山
林
の
所
有
規
模
で
は
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
が
、
全

体
の
９
３
％
を
占
め
て
い
る
。
吉
田
さ
ん
や
前
号
で
紹
介

し
た
山
中
敬
久
さ
ん
の
よ
う
に
、
大
滝
の
林
家
の
方
達

は
、
埼
玉
の
林
業
に
と
っ
て
は
大
切
な
位
置
に
お
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
林
業
に
た
ず
さ
わ
る
従
事

者
で
は
、
１
９
６
５
年
に
２
１
２
５
人
、
３
０
年
後
の
１

９
９
５
年
に
は
６
６
１
人
と
減
少
し
、
高
齢
化
も
進
ん
で

い
る
。
更
に
、
埼
玉
県
の
木
材
需
要
に
対
す
る
県
産
材
の

需
給
率
で
は
、
平
成
１
０
年
の
需
要
２
４
万
３
千
立
方

メ
ー
ト
ル
に
対
し
て
、
供
給
さ
れ
た
県
産
材
は
、
３
万
１

千
立
方
メ
ー
ト
ル
と
約
８
分
の
１
で
あ
る
。
経
営
と
し
て

も
産
業
と
し
て
も
林
業
を
考
え
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
な

時
代
が
続
い
て
き
た
と
言
え
る
。
森
林
の
持
つ
多
面
的
な

機
能
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
人
の
一
生
よ
り
長
い
年

月
に
わ
た
り
守
ら
れ
て
き
た
森
林
の
価
値
を
市
場
で
の
木

材
の
材
価
だ
け
で
補
う
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。 

吉
田
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
山
の
よ
か
っ
た
昭
和
３
０
年

代
、
初
任
給
が
８
０
０
０
円
の
こ
ろ
、
山
の
木
を
二
本
も

売
れ
ば
、
そ
れ
に
相
当
す
る
金
額
が
手
に
入
っ
た
と
い

う
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
林
道
脇
の
６
０
年
生
の
ス
ギ
で

も
、
一
本
数
百
円
で
引
き
取
ら
れ
る
く
ら
い
で
、
す
こ
し

で
も
集
材
作
業
の
必
要
な
林
道
か
ら
奥
の
木
だ
と
、
手
間

を
か
け
て
ま
で
引
き
取
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
場

所
で
は
、
間
伐
し
て
も
山
で
腐
ら
せ
る
し
か
な
い
と
い

う
。
自
家
用
に
伐
り
だ
し
た
林
道
脇
の
９
０
年
生
の
ヒ
ノ

キ
で
さ
え
、
伐
り
出
し
、
搬
送
し
、
製
材
ま
で
す
る
と
材

価
は
な
い
に
等
し
か
っ
た
と
の
こ
と
。
ス
ギ
材
で
は
、
ま

る
で
山
の
木
に
千
円
札
を
一
枚
を
貼
り
付
け
て
出
す
よ
う

な
も
の
で
、
と
て
も
経
営
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
４
～
５
年
は
特
に
そ
う
だ
と
い
う
。
今
年
は

特
に
４
０
数
年
山
を
や
っ
て
き
て
一
番
ひ
ど
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
人
さ
え
い
る
と
い
う
。
昔
、｢

山
持
ち
は
金

持
ち｣

と
い
う
時
代
も
あ
っ
た
が
、
今
や
「
山
持
ち
貧

乏
」
で
あ
る
。
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
吉
田
さ
ん
で
あ
る
が
、

山
の
手
入
れ
だ
け
は
怠
ら
な
い
。
ま
だ
若
い
ヒ
ノ
キ
の
林

分
に
枝
打
ち
を
３
回
施
し
、
将
来
は
無
節
の
材
に
仕
立
て

る
と
い
う
。
数
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
る
山
は
、
よ
く
手
入
れ

が
な
さ
れ
、
飯
能
に
あ
る
吾
野
木
材
市
場
に
も
よ
く
出
か

け
ら
れ
て
、
材
価
の
動
向
を
見
て
く
る
と
い
う
。
同
じ
材

で
も
、
無
節
と
そ
う
で
な
い
の
で
は
大
き
く
違
う
た
め
、

山
の
手
入
れ
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
曲
が
り

や
節
の
な
い
材
を
育
て
上
げ
る
た
め
に
、
ど
れ
ほ
ど
多
く

の
年
月
と
苦
心
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
木
を

慈
し
む
よ
う
に
育
て
る
吉
田
さ
ん
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
思

い
に
、
大
滝
の
山
を
さ
さ
え
て
き
た
芯
の
強
い
確
か
な
も

の
を
見
せ
て
い
た
だ
く
思
い
が
し
た
。 

文
・
百
年
の
森
づ
く
り
の
会 

広
報
担
当   

田 

島 

克 

己 

枝打ちの施されたスギの林 

大
滝
村
強
石 

 
 

  

吉
田
泰
邦
さ
ん 

 
         

▲

▲  

山
を
守
る
こ
こ
ろ 

シリーズ 

大滝村の林家を訪ねて 

２ 
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 荒川のクリーンアップを通

じて川と親しみ、市民の環境保

全の意識を高める活動をして

いる「NPO法人荒川クリーンエ

イド・フォーラム」共催の第５

回水環境シンポジウムが、「源

流域の自然と山村の再生に向

けて」をメインテーマに行わ

れた。 

  １日目は大山沢の渓畔林で

あるシオジの原生林と鉄砲堰

の見学研修が行われた。案内

は彩の国ふれあいの森友の会

理事で森林インストラクター

の永越信樹氏と民宿中津屋・

大滝村村議会議員の山中進氏である。 

 鉄砲堰は台風後で水量が多く、迫力ある「実演」が見られた。

しかしこの豪雨のため源流への登山道が土砂で埋まり、シオジの

原生林見学はできなかったが、両案内人から付近の渓畔林のほ

か、源流・中津川地域の歴史的・文化的な遺産や経験を解説して

いただき、木材生産・林業と山村の生活などの様子を知ることが

できた。 

 ２日目は森林科学館学習室で、シンポジウムが行われた。基調

講演として、まず森林生態学者で埼玉県農林総合研究センターの

崎尾均氏から「渓畔林の機能と生物多様性」について。崎尾氏は、

全国渓畔林研究会の代表でもあり、渓畔林の生態系を論理的に研

究している立場から、渓谷が浸食され崩壊して樹林に空間が開け

ると、シオジやサワグルミ、カツラなどがどのように渓畔林を再

生していくかをわかりやすく説明し、それを山林の管理や河川工

事に生かして行くべきであると解説していただいた。 

 次に、多摩川源流研究所所長の中村文明氏から「山村の活性化

に向けて」の講演。中村氏は多摩川源流の自然に惹かれて探検を

続け、源流絵地図を作り上げた。それを知った小菅村が中村氏を

招き、「多摩川源流研究所」を開設。源流を生かした村おこしを

進めている。 

 中村氏は、源流域の再生のために、まずその持つ自然・文化を

調査・研究してその情報をわかりやすく発信することが、活動や

交流を促進するにあたり必要であることを述べられた。研究所で

は美しい写真を入れた会報「源流の四季」を流域の自治体と小中

学校に配布し、次第に影響が広がっているとのこと。 

 最後に「源流域の自然と山村の再生」をテーマにパネルディス

カションが、上記の２講師ほか、秩父森林バイオマス研究会の吉

田廣文氏、NPO法人秩父の環境を考える会の齊藤英次氏、林野庁埼

玉森林管理事務所所長の大越良一氏、荒川上流河川事務所副所長

の箕浦宏和各氏が加わり、コーディネーター・NPO法人荒川流域

ネットワーク代表の惠小百合氏で行われた。  

 討議の結果「源流域の自然と山村の再生」をしていくためには、

流域全体が関わらなくてはならないため、その理念的キャッチフ

レーズとして「生き物、特に魚類が往き来できる源流から海まで

つながる一本の河川の再生」をシンポジウムのまとめとした。 

 2005年に学校創設110

周年を迎える浦和高校同

窓会（川本宜彦会長）

は、記念事業として「浦

高百年の森づくり」の事

業をスタートさせた。寄

居町風布地区の民有林約

５ヘクタールを借り受

け、100年をかけて森づ

くりに取り組むものであ

る。長い伝統をもつ同校は、この事業において「環境」とうい

う新しい伝統を付け加えることを主旨としてかかげ、埼玉の母

なる川「荒川」上流の森を再生して国土と環境の保全を図るこ

とを目的としている。9月9日には、埼玉県知事を訪問して、事

業のスタートを報告し、25日には地元地権者との土地賃貸契約

書を取り交わす。 

 森林施行計画では、現在多くが耕作放置地となっている同地

を9つの地区にわけ、それぞれの地区に適した森林に誘導す

る。1.カシ林、2.コナラ、クリ、ヤマザクラを中心とした里山

林、3.林道法(のり)面など土壌が余りよくない場所ではアカマ

ツ林、4.カヤやモミを主体としたカヤ林、5.林業体験が実施で

きる「体験の森」、また生産林としてのヒノキ林やスギ林など

である。100年という長期の視点から、このように継続的な森

づくりが取り組まれることの意義はきわめて大きく、しかも教

育という場で続けられることの意義と可能性は大きい。 

 森林整備にあたっては、地元寄居町の森林組合の協力をえな

がら進められる予定で、地域の活性化に深く結びつくことも、

この事業の大きな目的としている。 

 これまで見捨てられがちであった森林が、このように意識的

な取組みで再生され、永続的に森づくりが進めらていくなら、

日本の環境や文化は、大きな可能性と創造性をともないなが

ら、変わっていくのではないだろうか。一つ一つの地域が多く

の人々の責任のある関わり方で守られていくような活動が、浦

高同窓会の活動をはじめとして、県内いたるところで生まれ進

められることが望まれている。上田知事が提唱される「環境日

本一」も大きく前進するのではないだろうか。 

「浦高百年の森づくり」スタート 
－2004.9.9 上田県知事訪問－ 

浦和高校同窓会 

第5回荒川流域環境シンポジウム 
－2004.7.31～8.1 大滝村中津川－ 

共催：NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 

森づくり 県内の動き  
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○第15回百年の森づくりワークの実施 
10月15日（金）～17日（日）に第15回和名倉山百年の森

ワークを実施します。今回は、次回の植林地の整備（作業

道の整備を含む）と仁田小屋の周辺整備の活動をする予定

です。参加ご希望の方は、急ぎで恐縮ですが、10月12日

（火）までに、事務局までご連絡ください。 

○百年の森交流会開催 
日時 10月30日（土）13：00～16：00 
場所 埼玉大学内 百年の森テラス 
〒338－8570 さいたま市緑区下大久保255 
交通 ＪＲ京浜東北線北浦和駅下車 埼玉大学行き 20分 

ＪＲ埼京線南与野駅 下車 埼玉大学行 10分 
 

恒例の百年の森交流会を開催します。当日は簡単な食事と

飲み物を用意してお待ちしております。また、当会の活動

についても紹介しております。お気軽にご参加ください。 

○和名倉山仁田小屋情報交流会 
11月20日（土）～21日（日）に和名倉山仁田小屋におい

て今年度の小屋を閉じるため、常務理事会を兼ねて、会員

皆さんとの情報交流会を開催します。当日は、和名倉山の

今後の展望について話し合いを持ちたいと思います。多く

のご参加をお願いします。 

平成16年度上期の活動結果 
○上田県知事より表彰 

4月29日、上田県知事より森づくりの貢献を認めら、内藤

会長が表彰されました。 

○中津川山吹沢第2回植林活動実施 
5月22日（土）～23日（日）に大滝村中津川山吹沢県有林

において第2回の植林を実施しました。当日は、秩父のボー

イスカウト21名を含む、99名が参加し、ブナ、オオヤマザク

ラ、カツラ、ヒノキの206本を植栽しました。今後も、継続

して、広く県民に開かれた森として整備していきますので、

ご協力をお願いいたします。（詳細本文） 

○第14回百年の森づくりワーク実施 
5月28日（金）～30日（日）に、第14回和名倉山百年の森

づくりワークを実施しました。今回は、埼玉大学ＷＶ部現部

も多く参加し、総勢21名が参加しました。今回は、仁田小屋

の改修工事が終わりましたので、今まで植林した現場の調査

と和名倉山山頂への登山を実施しました。また、和名倉山東

仙波ルート調査も合わせて実施しました。なお、仁田小屋の

外側に一部未了になっていたシーリング補充などの整備を実

施しました。(詳細本文) 

○平成16年第4回通常総会、特別上映会を開催 
6月13日（日）午後2時から大宮ソニックシティ6階601会議

室において、75名の出席のもと通常総会を開催しました。平

成15年度事業報告、収支決算および平成16年度事業計画、収

支予算案、役員の改選について、原案通り承認いただきまし

た。その後、当会の活動をずっと記録に残して下さっており

ます、伊藤弥八さんによる、特別上映会が行われ、参加者の

かたがたは深い感銘をうけました。当日は、75名が出席し

て、懇親会も和気藹々のうちに終了することができました。 

○「荒川源流森づくり体験」中津川、大血川植林地下

草刈り実施 
7月24日（土）～25日（日）に植林を行っている、中津川

山吹沢、ならびに大血川大陽寺の植林地の下草刈りを実施し

ました。総勢77名の方々が参加くださり、2日間に亘り、大

変猛暑のなか実施し、無事終了することができました。これ

からも暫くは下草刈り作業を継続しますのでご協力をお願い

します。 

平成16年度これからの活動について 

685 栗原 光二 熊谷市／686 都築 康男 桶川市／687 秋田 英

一 狛江市／688 福島 明 皆野町／689 松村 雄 鴻巣市／690 

北村 孝子 吹上町／691 平松 廣 坂戸市／692 野辺 博 さいた

ま市／693 増井 元宣 熊谷市／694 増井 美恵子 熊谷市／695 

猪島 秀俊 鴻巣市／696 小林 邦雄 熊谷市／697 関根 津智子 

所沢市／698 田隅 三生 港区／699 寿永 一郎 茨城県利根町／

700 坂本 進 さいたま市／701 毛利 東義 さいたま市／702 島

村 幸佑 春日部市／703 細田 陽子 上尾市／704 小島 章男 小

鹿野町／705 根本 勝代 久喜市／706 馬場﨑 稔子 さいたま市

／707 東洋パーツ㈱ 長瀞町／708 榎本 泰助 さいたま市 

709 引間 勝俊 上尾市／710 吉田 兼紀 小平市／711 野村 正

義 牛久市／712 丸橋 達雄 深谷市／713 菅野 昇孝 白岡町／

714 共和防災建設㈱ 山形市／715 小山 茂 さいたま市／716 

坂本 晋一朗 吉田町／717 波多野 匡弘 上尾市／718 大藪保険

コンサルタント 杉並区／719 坂本 栄治朗 吉田町／720 忠 祐

次 北本市／721 野口 皖永 秩父市／722 田口 力也 横浜市／

723 黒澤 伸二郎 皆野町／724 別所 悦子 北本市 

 

※前号会報に掲載した会員名簿のお名前・ご住所に誤記がありまし

たので、訂正しお詫びいたします。 

 ・635 大澤芳夫 皆野町⇒長瀞町 

 ・637 出牛洋行 皆野町⇒長瀞町 

 ・638 出牛悦子 皆野町⇒長瀞町 

 ・639 四万田 和男⇒四方田 和男 

■現会員（会員番号 氏名 住所)2004.3.16～2004.915入会者 

和名倉百年の森 第8号 2004年9月30日発行 発 行 百年の森づくりの会 会長内藤勝久 

編 集 百年の森づくりの会 広報委員会 

伊藤弥八 映像作品 『プロジェクト - 和名倉山 -百年の森』 ができました。 
平成１３年３月から１６年５月までの当会の活動のあゆみを映像作品としてまとめていただきました。和名

倉の調査行や第１回のブナの植林、子供たちをまじえた山吹沢での植林活動が感動的に納められています。

ビデオを用意しております。無料でお貸ししておりますので、ご希望の方は事務局までお申し出ください。 

百年の森づくりの会 事務局 
〒336-0015 さいたま市南区太田窪２０３４－１ TEL 048－885－6697／FAX 048－882－0245／E－mail  nai toh@saitama-j.or. ip 


