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明
治
神
宮
　
百
年
の
森
を
見
学
し
て

　

明
治
天
皇
が
崩
御
さ
れ
、
東
京
に
も
御
陵
に

代
わ
る
も
の
と
し
て
１
９
２
０
年
（
大
正
９

年
）
に
明
治
神
宮
と
共
に
鎮
守
の
杜
が
造
営
さ

れ
、
100
年
の
年
月
が
経
過
し
て
い
ま
す
。
昨
年

11
月
13
日
に
そ
の
造
営
に
携
っ
た
本
多
静
六
博

士
の
功
績
を
鑑
み
る
た
め
、
明
治
神
宮
の
森
を

見
る
機
会
を
得
ま
し
た
。

　

当
時
は
マ
ツ
が
点
在
す
る
荒
れ
地
だ
っ
た
そ

う
で
す
が
、
本
多
静
六
博
士
の
天
然
更
新
の
考

え
を
導
入
し
た
100
年
後
の
今
、
明
治
神
宮
の
森

が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
観
察
す
る
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

当
日
は
原
宿
駅
の
一
の
鳥
居
に
集
合
し
ま
し

た
。
こ
の
付
近
は
代
々
木
練
兵
場
の
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
、
一
の
鳥
居
の
右
側
に
は
大
き
な
ク
ス

ノ
キ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
木
は
本
多
静
六
博
士

の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
菖
蒲
町
河
原
井
か
ら
持

っ
て
き
た
木
で
、
今
で
も
健
在
で
大
き
く
育
っ

て
い
ま
し
た
。

　

一
の
鳥
居
か
ら
入
る
南
参
道
は
「
神
宮
の
表

口
た
る
べ
き
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、
風
致
お
よ
び

交
通
の
両
面
で
重
要
な
地
区
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
参
道
の
奥
へ
と
進
む
ほ
ど
に
鬱
蒼

と
繁
る
森
の
厳
粛
さ
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
、
南

参
道
か
ら
御
橋
付
近
で
は
明
る
い
気
分
を
醸
す

植
栽
に
し
よ
う
と
カ
エ
デ
・
ウ
ベ
メ
ガ
シ
・
エ

ゴ
ノ
キ
・
サ
カ
キ
な
ど
紅
葉
の
美
し
い
落
葉
広

葉
樹
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
神
社
に
暗
い
鬱
蒼
と
し
た
イ
メ
ー
ジ

に
色
や
形
に
変
化
を
持
た
せ
る
工
夫
を
し
て
、

明
る
い
風
景
に
し
よ
う
と
、
神
橋
下
を
流
れ
る

せ
せ
ら
ぎ
の
水
流
設
計
を
施
し
た
そ
う
で
す
。

　

南
参
道
を
外
れ
て
、
西
側
の
旧
道
に
す
す
む

と
100
年
経
過
し
て
大
き
く
成
長
し
た
カ
シ
や
シ

イ
な
ど
常
緑
広
葉
樹
の
壮
大
な
森
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ま
る
で
密
林
で
す
。
天
然
更

新
の
第
１
段
階
の
マ
ツ
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
、
ケ
ヤ
キ
や
イ
チ
ョ
ウ
な
ど
の
大
木
と

混
生
し
た
森
が
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

し
た
。

　

ま
た
、
北
参
道
の
入
口
の
鳥
居
付
近
に
は
ム

ク
ノ
キ
・
イ
チ
ョ
ウ
の
ほ
か
、
献
木
さ
れ
た
中

で
最
大
の
イ
ヌ
マ
キ
が
大
き
く
育
っ
て
い
ま
し

た
。
ど
っ
し
り
し
た
重
量
感
の
あ
る
木
で
す
。

　

ほ
ぼ
一
周
し
て
、
本
殿
へ
の
向
か
う
二
の
鳥

居
（
大
鳥
居
）
に
は
当
時
陸
軍
省
が
所
管
す
る

白
金
火
薬
庫
跡
地
か
ら
移
植
し
た
ア
カ
ガ
シ

（
樹
高
10.

８
ｍ
、
目
通
直
径
45
㎝
）
の
大
木
移

植
樹
が
あ
り
ま
す
。
白
金
の
土
地
は
元
高
松
藩

主
松
平
家
の
下
屋
敷
で
良
質
な
巨
木
に
富
ん
で

い
た
そ
う
で
す
。
白
金
か
ら
の
移
動
距
離
は
10

㎞
、
馬
６
頭
で
の
夜
間
作
業
に
よ
り
、
大
正
６

年
５
月
24
日
か
ら
６
月
６
日
の
14
日
間
か
け
て

植
栽
を
終
了
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
ガ
イ
ド
役
を
お
引
き
受
け
下
さ
っ
た

渋
谷
克
美
氏
に
は
、
100
年
経
過
し
た
明
治
神
宮

の
森
を
き
め
細
か
く
ご
案
内
い
た
だ
き
、
明
治

神
宮
の
森
の
素
晴
ら
し
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第

で
す
。

 

「
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
」
の
植
栽
し
た
約
７

千
本
の
木
々
が
100
年
後
は
ど
の
よ
う
な
森
に
な

っ
て
い
る
の
か
楽
し
み
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
地
道
な
活
動
を
続
け
て
い
き
、

森
づ
く
り
の
大
切
さ
を
啓
蒙
し
て
い
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

【
お
詫
び
】

　
会
報
の
前
号（
第
44
号
）に
記
載
の
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。総
会
・
記
念
講
演
会
の
講
演
録

の
表
題
が「
本
田
静
六
」と
な
っ
て
お
り
ま
し

た
が
、正
し
く
は「
本
多
静
六
」で
し
た
。お
詫

び
し
て
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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例
年
、
公
開
講
座
を
開
講
し
て
森
や
環

境
、
秩
父
地
域
に
つ
い
て
勉
強
を
重
ね
て

い
ま
す
。
い
つ
も
は
室
内
で
の
座
学
が
多

か
っ
た
が
、
今
回
は
久
し
ぶ
り
に
屋
外
で

公
開
講
座
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

11
月
13
日
（
日
）
、
本
多
静
六
博
士
が

明
治
神
宮
の
鎮
守
の
杜
の
造
営
に
携
っ
て

100
年
が
経
過
し
た
「
明
治
神
宮
の
森
」
の

見
学
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

見
学
会
の
ガ
イ
ド
役
と
し
て
本
多
静
六

博
士
を
顕
彰
す
る
会
会
長
の
渋
谷
克
美
氏

に
お
願
い
し
、
当
日
は
13
名
の
会
員
に
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

原
宿
駅
の
一
の
鳥
居
に
集
合
し
、
ま
ず

鳥
居
の
右
側
の
大
き
な
ク
ス
ノ
キ
の
説
明

か
ら
ス
タ
ー
ト
。
一
般
の
参
拝
者
が
通
る

南
参
道
か
ら
少
し
は
ず
れ
、
西
側
に
あ
る

旧
道
を
進
み
、
明
治
神
宮
の
壮
大
な
森
の

木
々
を
見
な
が
ら
渋
谷
さ
ん
の
話
に
熱
心

に
聞
き
い
っ
て
い
ま
し
た
。

　

植
樹
す
る
前
の
状
況
は
畑
地
と
荒
地
が

８
割
で
、
残
り
２
割
は
練
兵
場
で
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
そ
こ
か
ら
100
年
先
を
見
通
し

て
、
第
一
段
階
マ
ツ
類
か
ら
第
四
段
階
カ

公
開
講
座 （
令
和
4
年
11
月
13
日
）

明
治
神
宮
の
森
見
学
会

守　

谷　
　

裕　

之

副
理
事
長

シ
・
シ
イ
・
ク
ス
ノ
キ
の
天

然
林
相
と
な
る
よ
う
緻
密
な

設
計
の
元
に
進
め
ら
れ
た
。

全
国
青
年
団
に
よ
る
奉
仕
作

業
１
団
体
60
人
で
10
日
間
、

２
府
28
県
、
63
団
体
・
約
４

０
０
０
人
が
動
員
さ
れ
た
。

ま
さ
に
、
森
づ
く
り
を
見
た

思
い
で
し
た
。

一の鳥居の右側　本多静六博士の生まれ故郷
である菖蒲町河原井から献木されたクスノキ

ナラ枯れ対策
ナラ枯れから貴重な木を守るためカシナガト
ラップ（虫の生態を利用した大量捕獲装置）と
シート被覆を併用した対策を行っている。

中央がガイド役の渋谷克美さん　　熱心に説明を聞いている会員

広大な敷地から出た枯れ葉は箒で集め、全て土に戻されている。
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本
多
（
折
原
）
静
六
博
士
が
菖
蒲
の
出

と
聞
き
、
６
月
総
会
直
後
に
詣
で
た
が
、

仮
囲
い
工
事
中
で
ク
ス
ノ
キ
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
。
今
回
渋
谷
克
美
先
生
の
ご
案

内
で
第
一
鳥
居
前
の
菖
蒲
・
加
須
か
ら
の

両
献
木
に
対
面
で
き
感
無
量
で
し
た
。
さ

ら
に
林
相
の
遷
移
を
樹
木
数
の
推
移
の
具

体
的
な
数
字
で
知
り
、
先
人
た
ち
の
叡
智

と
努
力
に
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
す
。
植
え

替
え
れ
ば
良
し
と
す
る
ミ
テ
イ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
を
誤
用
し
た
外
苑
の
事
業
は
残
念
で

す
。
配
偶
者
を
帯
同
し
て
の
見
学
会
で
し

た
が
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
が
飲
み
会
の

口
実
で
な
い
こ
と
は
理
解
し
て
も
ら
え
た

よ
う
で
す
。　
　
　

（
高
橋 

秀
明
さ
ん
）

　

私
は
こ
れ
ま
で
人
が
関
与
し
た
森
は
永

遠
に
人
が
関
与
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
明
治

神
宮
の
常
緑
広
葉
樹
林
が
自
然
循
環
す
る

森
を
見
学
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
森
を
守
る

活
動
の
大
き
な
励
み
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

 
 

（
鈴
木 

一
博
さ
ん
）

　

簡
に
し
て
要
を
得
た
渋
谷
さ
ん
の
説
明

で
思
っ
た
以
上
に
有
意
義
で
か
つ
楽
し
め

ま
し
た
。
森
づ
く
り
は
ま
さ
に
こ
う
あ
ら

ね
ば
と
思
い
つ
つ
百
年
の
森
づ
く
り
の
会

と
の
相
性
も
感
じ
た
次
第
で
す
。
数
年
後

に
ま
た
企
画
し
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た

い
で
す
ね
。　
　
　

（
浅
野 

純
次
さ
ん
）

　

ガ
イ
ド
の
渋
谷
さ
ん
が
御
用
意
し
て
頂

い
た
資
料
に
は
明
治
神
宮
の
森
の
自
然
遷

移
の
４
段
階
の
予
想
図
が
あ
り
、
渋
谷
さ

ん
に
は
、
設
計
リ
ー
ダ
ー
の
本
多
静
六
の

そ
こ
に
示
し
た
意
図
、
そ
し
て
百
年
た
っ

て
、
そ
の
通
り
の
森
が
育
っ
て
き
た
こ
と

を
、
参
道
を
歩
み
な
が
ら
、
個
々
の
樹
々

の
様
子
を
語
り
な
が
ら
お
話
し
し
て
頂

き
、
す
と
ん
と
気
持
ち
が
落
ち
着
く
時
で

し
た
。
清
々
し
さ
を
感
じ
又
先
人
た
ち
の

努
力
と
貢
献
に
感
謝
し
な
が
ら
、
御
社
殿

の
お
参
り
し
て
、
帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。

有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
東 

 

克
明
さ
ん
）

参
加
者
の
感
想

明治神宮一の鳥居前にて　見学会参加者
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本多静六と明治神宮の森づくり 令和4年11月13日

本多静六博士を顕彰する会　　渋谷 克美
1 明治神宮境内地の変遷

　江戸時代、熊本藩主加藤忠広（加藤清正の3男）の別邸であった土地を、3代将軍徳川家光は彦根藩主井伊直孝
に下賜する。その当時は周囲はマツ並木、中央にモミ、カシ、マツ林や雑木がある状態で、西側と北側は畑地、東側と
南側は広い庭園が広がっていた。
　明治17年(1884)、宮内省はこの土地を買い上げ、御料地（皇室の所有地）としたが、現在の御苑一帯を除いては
畑がほとんどで、荒れ地に近い状態が続いていた。

2 明治神宮造営までの変遷

•明治45 年（1912）7 月30 日明治天皇崩御、大正3 年（1914）4月9日昭憲皇太后崩御
•大正2年（1913）12月、神社奉祀調査会が設立（初代会長原敬、2代会長大隈重信）
　　　明治神宮候補地の選定　　候補地 ： 代々木（東京）、朝日山（埼玉県飯能市）、箱根（神奈川県）、国府台（こう
　のだい・千葉県市川市）、筑波山（茨城県）、富士山（静岡県）
•大正4年4月、明治神宮造営局を設置
　　　参与 ： 本多静六（50歳）、技師：本郷高徳（38歳）、
　　　技手 ： 上原敬二（27歳・東京農業大学造園学科創立者）
•大正9年（1920）11月1日、明治神宮創建（竣工）

4 樹木数の推移

3 本多静六が目指した神社林の理想像

仁徳天皇陵（大阪府堺市、5世紀中ごろ築造の全長約486mの
前方後円墳）のような密林・極相状態の原生林
◎神社林の基本は常緑樹（厳か、厳粛）、維持経費を最小限に
●反対意見 ： 暗く、静かすぎる、公園や庭園のようにすべき
　く反対権を取り入れた改良策＞
　  　色や形に変化をもたせる　クロマツ、サワラ、コウヤマキ、
イチョウ、エノキ、カエデ、ケヤキ、シデ、ムクノキの補植
　く改良策の代表例 ： 明治神宮の表ロ・南参道～御橋＞
　元は代々木練兵場の一部で、全て新規の植栽による。「中央部
に比して幾分明るき気分あらしむる」
　改良のポイント ： ①水流の設計、②新緑・紅葉を美しく
　（カエデ、サカキ、エゴノキ等）

（完成時） ① 献木95,559本、 ② 在来木13,292本、
③ 移植8,222本（他官庁より）、 ④ 購入木2,840本
※献木 ： クロマツ、 ヒノキ、 サワラ、 シイ、 シラカシ、
ケヤキ等、 移植 ： 旧白金火薬庫（元高松藩下屋敷）

「境内林苑計画書」より

昭和47年(1972) 52年後

91年後

15年後

完成時

36,322本

167,688本

119,913本

70,904本

全国青年団による奉仕作業 ： 1団体60人・10日間、 2府28県、 63団体・約4,000人

大正9年(1920)

昭和10年(1935)

平成23年(2011)

年　　代 備　　　　　考本　 数経  過
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遠山　益著 「本多静六　日本の森林を育てた人」（実業之日本社）を基に作成

明治神宮内苑略図（現在） N

第一段階 ： 一時的な仮設の森。主木として高くそびえる
上冠木は、主として先駆樹種であるアカマツ、クロマツに
する。その間に生長の早いヒノキ、サワラ、スギ、モミな
どのやや低い針葉樹を交え、下層に、将来の主林木にな
るカシ、シイ、クスノキなどの常緑広葉樹、最下層には灌
木類を植栽する。

第三段階  ：  カシ、シイ、クスノキ類の常緑広葉樹が優
位に立ち、支配木となるその間に、スギ、ヒノキ、サワラ、
モミなどが混じる。まれに、クロマツ、ケヤキ、ムクノキ、
イチョウなどの大木を混生した状態。

第四段階：カシ、シイ、クスノキ類はさらに生長し、100
年前後でカシ、シイ、クスノキ類の天然林相になる。

「明治神宮後境内林苑計画」 より作図

第二段階 ： 林冠の最上部を占めていたマツ類は、ヒノキ
サワラなどに圧倒されて次第に枯れる。数十年後にはマ
ツ類に代わってヒノキ、サワラなどの針葉樹が最上部を
支配する。マツは点在する。

、
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胴囲：
高さ：

　

仁
田
小
屋
は
２
０
０
３
年
11
月
に
再
建

さ
れ
、
そ
れ
か
ら
は
和
名
倉
に
お
け
る
植

林
活
動
が
飛
躍
的
に
充
実
し
て
い
っ
た
。

そ
の
仁
田
小
屋
が
２
０
１
９
年
頃
か
ら
虫

食
い
の
木
く
ず
を
確
認
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
コ
ロ
ナ
禍
が

始
ま
り
活
動
を
自
粛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
結
果
３
期
に
わ
た
り
ワ
ー
ク
を
中
止
し
、

２
０
２
１
年
10
月
か
ら
よ
う
や
く
外
壁
の

修
理
を
始
め
た
。
（
上
の
写
真
）

　

２
０
２
２
年
４
月
に
偵
察
に
行
っ
た
際
、

虫
食
い
が
進
み
、
中
の
ボ
ル
ト
が
見
え
る

状
態
と
な
っ
て
い
た
。
素
人
目
に
は
、
大

変
危
険
な
状
態
と
判
断
で
き
た
。
次
回
の

10
月
23
・
24
日
　
第
45
回 

ワ
ー
ク
（
仁
田
小
屋
外
壁
・
応
急
措
置
）

２
０
2
2
年
度
下
半
期

和
名
倉
山
森
づ
く
り
報
告

和
名
倉
山
森
づ
く
り
事
業
担
当　

高 

岡 

正 

彦

　

和
名
倉
山
は
、
64
年
（
昭
和
39
年
）
と
69
年
（
昭
和
44
年
）
に
山
火
事
が
発
生
し
、
多
く
の
樹
木
を
焼
失
し
た
。
そ
の
跡
に
は
成
長
の
速
い
カ
ラ
マ
ツ
を
植

林
す
る
な
ど
、
山
の
復
興
が
図
ら
れ
た
。
同
時
期
、
林
業
の
衰
退
で
山
で
の
仕
事
も
少
な
く
な
り
往
来
が
激
減
し
、
多
く
の
ル
ー
ト
が
２
ｍ
以
上
の
ス
ズ
タ
ケ

で
覆
わ
れ
藪
の
山
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。　

　

そ
の
よ
う
な
和
名
倉
山
を
以
前
の
よ
う
な
水
を
育
む
山
に
復
元
す
る
た
め
に
、
97
年
埼
玉
大
学
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
Ｏ
Ｂ
会
が
活
動
を
始
め
た
。
そ
の

後
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
と
し
て
事
業
を
拡
大
し
て
、
00
年
ま
で
に
失
わ
れ
た
道
の
復
元
を
行
な
い
、
01
年
に
は
樹
木
の
生
長
が
遅
い
と
こ
ろ

に
、
和
名
倉
山
の
在
来
種
で
あ
る
ブ
ナ
の
苗
を
植
林
し
始
め
た
。
植
林
を
始
め
る
と
、
鹿
に
よ
る
食
害
に
悩
ま
さ
れ
、
植
林
よ
り
も
、
現
有
樹
木
を
守
る
ほ
う

が
先
と
考
え
、
現
在
は
現
有
樹
木
に
鹿
よ
け
ネ
ッ
ト
巻
く
作
業
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
03
年
に
は
旧
大
滝
村
村
有
林
の
管
理
小
屋
だ
っ
た
仁
田
小
屋
を
改
修
し

こ
の
事
業
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
小
屋
は
会
員
の
力
で
ロ
グ
ハ
ウ
ス
風
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
。

（
な
お
、
和
名
倉
山
は
山
頂
が
県
界
で
な
い
埼
玉
県
の
山
々
に
お
け
る
最
高
峰
で
あ
る
。
）

２
０
2
1
年
度
上
半
期

ワ
ー
ク
で
は
何
ら
か
の
手
を
打
た
な
い
と

考
え
、
ま
ず
は
専
門
家
に
調
査
し
て
も
ら

い
修
復
の
仕
方
を
お
聞
き
し
よ
う
と
い
う

こ
と
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
間
伐
材

を
利
用
す
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
。
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事
前
調
査
を
も
と
に
、
専
門
家
も
同
行
し
て
も
ら
い
、

高
校
生
も
含
め
て
、
14
名
の
参
加
で
あ
っ
た
。

　

御
自
身
ロ
グ
ハ
ウ
ス
を
数
棟
建
て
て
い
る
専
門
家
に
よ

る
と
、

　

① 

損
傷
し
て
い
る
横
木
の
芯
部
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

　

② 

壁
と
直
交
し
て
い
る
短
部
材
の
損
傷
が
激
し
い
。

　

③ 

小
屋
の
自
重
は
分
担
さ
れ
基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
荷
重

　
　

 

は
伝
達
さ
れ
て
い
る
。　

　

Ａ 

損
傷
し
て
脆
弱
に
な
っ
て
い
る
部
分
を
除
去
す
る
。

　

Ｂ 

空
洞
に
な
っ
た
部
分
に
は
端
材
を
詰
込
み
隙
間
を

　
　

 

コ
ー
キ
ン
グ
す
る
。

　

Ｃ 

損
傷
個
所
に
は
防
腐
剤
を
塗
布
す
る
。

　

Ｄ 

雨
の
当
た
る
損
傷
個
所
を
ト
タ
ン
で
被
う
。

　

雨
が
ち
ょ
っ
と
激
し
く
降
れ
ば
す
ぐ
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
だ

が
、
こ
の
２
日
間
の
作
業
だ
け
で
も
、
活
動
し
や
す
く
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
作
業
道
に
か
か
る
倒
木
を
除
去
し
た
。

　

今
回
の
ワ
ー
ク
は
、
久
し
ぶ
り
の
に
ぎ
や
か
さ
で
、
ア
フ

タ
ー
コ
ロ
ナ
を
予
感
で
き
た
。
こ
の
仁
田
小
屋
を
大
切
に
そ

し
て
愉
快
な
場
所
に
と
、
み
ん
な
で
誓
っ
た
。
（
と
思
う
。
）

　

例
に
よ
っ
て
、
高
校
生
に
は
、
巻
き
割
り
体
験
を
行
っ
た
。

今
年
は
３
名
の
１
年
生
が
参
加
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
ま
た

例
に
よ
っ
て
へ
っ
ぴ
り
腰
だ
が
、
生
ま
れ
て
初
め
て
の
体

験
で
は
し
ゃ
い
で
い
た
。

５
月
21
・
22
日
　
第
46
回 

ワ
ー
ク

仁
田
小
屋
外
壁
修
理

　

21
日
は
、
朝
か
ら
、
し
と
し
と
雨
が
降
り
続
い
て
い
た

が
、
高
校
生
が
中
心
で
作
業
道
整
備
を
行
っ
た
。

作
業
道
整
備

こ
の
こ
と
か
ら
、
作
業
と
し
て
は

ＡＡ

ＢＢ

巻
き
割
り
作
業

ＣＣ

ＤＤ
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当
初
、
仁
田
小
屋
の
外
壁
補
修
に
手
間
が
か
か
る
だ
ろ

う
と
予
想
し
て
、
追
加
の
ワ
ー
ク
を
計
画
し
て
い
た
。
し
か

し
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
面
の
応
急
措
置
は
終
え
た
が
、

す
で
に
案
内
も
抱
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
倒
木
材
を
利
用

し
て
テ
ラ
ス
床
を
設
置
し
よ
う
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

1.5
ｍ
ほ
ど
の
丸
太
だ
が
、
40
㎏
ほ
ど
だ
ろ
う
か
、
足
場
の

悪
い
斜
面
で
は
移
動
さ
せ
る
の
も
一
苦
労
、
現
場
で
半
割

に
し
て
運
ぶ
こ
と
に
し
た
。

　

小
屋
に
向
か
っ
て
左
に
回
り
込
む
テ
ラ
ス
通
路
が
あ
る

の
だ
が
、
は
じ
め
の
２
ｍ
ほ
ど
に
は
屋
根
が
な
く
、
雨
ざ

ら
し
で
あ
る
。
こ
の
床
が
長
年
の
風
雨
に
よ
っ
て
、
朽
ち
て
し

ま
っ
た
。
し
ば
ら
く
は
、
仁
田
小
屋
建
設
時
の
残
り
の
角

材
と
、
ス
ノ
コ
に
よ
っ
て
応
急
措
置
で
通
路
を
確
保
し
て

い
た
。
今
回
小
屋
の
近
く
で
倒
れ
た
倒
木
材
を
使
っ
て
、

補
修
す
る
案
が
持
ち
上
が
り
実
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

今
回
の
一
連
の
ワ
ー
ク
で
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
フ
ル
に

活
用
で
き
た
。
こ
の
先
、
「
谷
面
の
手
摺
」
「
南
面
の
テ

ラ
ス
」
も
倒
木
材
・
間
伐
材
を
活
用
し
て
、
修
繕
で
き
る

と
い
う
見
通
し
が
つ
い
た
。

　

玄
関
前
の
凹
部
は
、
囲
炉
裏
を
作
る
予
定
の
場
所
だ
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
囲
炉
裏
を
お
お
う
形
で
小
屋
を
増
築
す

る
予
定
だ
っ
た
。
し
か
し
増
築
に
は
至
ら
ず
、
野
ざ
ら
し

に
な
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
は
、
春
か
ら
秋
に
か
け
て
、
池
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
た
め
カ
エ
ル
の
い
い
住
処
に
な
っ
て
い
た
。

８
月
６
・
７
日　
第
47
回 

ワ
ー
ク
（
追
加
）

　

こ
の
ワ
ー
ク
で
は
、

①
ト
イ
レ
の
整
備　

②
玄
関
前
の
凹
部
埋
込

　

を
行
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
ト
イ
レ

は
斜
面
を
横
切
っ
て
い

た
が
、
そ
の
斜
面
の
土

留
め
が
崩
れ
、
危
険
な

状
態
だ
っ
た
。
そ
の
ト

イ
レ
を
当
初
予
定
し
て

い
た
テ
ラ
ス
上
の
一
角

(

ト
イ
レ
ブ
ー
ス)

を
片

付
け
て
、
使
用
で
き
る

よ
う
に
し
た
。

10
月
22
〜
23
日　
第
49
回 

ワ
ー
ク

　

前
月
の
ワ
ー
ク
で
要
領
を
得
た
の
で
、
残
り
の
倒
木
材

を
利
用
し
て
床
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
さ
ら
に
追
加
ワ

ー
ク
を
行
っ
た
。
参
加
者
は
全
員
自
転
車
を
持
ち
込
み
、

大
洞
林
道
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
時
短
を
図
っ
た
。

９
月
23
〜
25
日　
第
48
回 

ワ
ー
ク
（
追
加
）

テ
ラ
ス
床
の
設
置

45
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　長瀞宝登山の下草刈りの範囲は総面積約１ha

ほどあって大体四つの区画に分けられます。頂

上に近い方から下へヤマザクラが主な区画とそ

の下の広葉樹を主体とした二つの区画がありま

す。以上三つの区画のほか、東側で傾斜のやや

急なケーブル下の区画の四区画が担当の区域で

す。

　一番上のヤマザクラの区域は植えて二十年程

経っていますので順調に育っていて、四、五年

前から花が見られるようになりました。サクラ

の樹冠が重なり合い、木洩れ日が地面に届かな

くなると下草は生えなくなってきます。

　東側ケーブル下の区画は主にレンゲツツジが

植えられていますが、どうも順調に育っている

様には見えません。毎年下草刈りの時期には人

間の背丈ほどの下草でレンゲツツジが見えなく

　　 なっている始末です。

　ツツジは成長の早い植物で二十年も経てば大きな

株に成長する筈です。ツツジは地上部が刈り取られ

ても根が元気であれば、その年か翌春に芽を出すの

で、次の下刈の時には十分注意をして新芽を切らな

いように気を付ける必要があります。斜面が急で作

業がしずらいですが、事故を起こさないよう十分気

を付けていただきたいと思います。

　今、下草刈りで最も大変なのは広葉樹の森の区画

です。植樹の際に森の主役になってもらいたいと思

って植えた樹がまだ十分に育っていないということ

です。背丈もまだ低く下草に負けてしまっている始

末です。植えた樹を探しながら下草を刈っている状

況です。この場所は南向きで日当たりも良く植物の

成長には最も適した場所であるため、下草の成長も

旺盛です。

　このところ特に勢力を伸ばしている植物は、クサ

ギでニセアカシアと同じ様に地下茎を四方に伸ば

し、その先で新しい芽を吹き、一個体としてまた増

殖していくという植物です。この他、全体としてツ

ル伐りの作業も大切になってきます。

　これからも下草刈りへ多くの皆様のご参加をお願

い申し上げます

長瀞宝登山の下草刈りに参加して 会 員　 並木  利夫

会員便り

長瀞宝登山下草刈り参加者　前列右端が並木さん

広葉樹区画の下草刈りをする並木さん

東側ツツジ区画の下草刈りの様子
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NPO法人百年の森づくりの会  事務局
〒330－0055 さいたま市浦和区東高砂町11－１コムナーレ９階
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2023年 活動スケジュール

■第16回通常総会・記念講演会
日時：6/4(日)午後2時00分から
場所：埼玉会館
13 : 30　　　　   開場
14 : 00～14 : 50  第16回通常総会
15 : 00～16 : 30  記念講演会
16 : 45～18 : 30  懇親会

○6/18（日）常務理事会

■会報45号発行

○4/16（日）常務理事会

●5/22(月)理事会
 場所：未定

○8/20（日）常務理事会

○12/18（月）常務理事会

●11/20(月)理事会

■会報46号発行

○10/16（月）常務理事会

◆第51回和名倉山ワーク
 日時：10/21(土)～22(日)
 集合：8 : 30/西武秩父駅

◆第50回和名倉山ワーク
 日時：5/27(土)～5/28(日)
 集合：8 : 30/西武秩父駅

◎福島県田村市植林状況調査
日時：4/10（月）

◆公開講座
 日時：11/12(日)
 会場：未定

◆宝登山　下草刈り作業
 日時：8/20(日)
 集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場前広場

◆宝登山　下草刈り作業
 日時：7/23(日)
 集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場前広場

◆宝登山　下草刈り作業
 日時：6/18(日)
 集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場前広場

◆宝登山　下草刈り作業
日時：5/14（日）　
集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場前広場

◆宝登山　下草刈り作業
日時：4/16（日）　
集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場前広場




