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水
源
林
研
究
に

入
っ
た
き
っ
か
け

水
源
林
と
い
う
の
は
、
森
林
の
持
つ

「
水
源
涵
養
機
能
」
を
人
間
が
積
極
的

に
利
用
し
て
、
適
正
な
河
川
流
量
及
び

水
質
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
維
持

さ
れ
て
い
る
森
林
で
す
。「
水
源
涵
養

機
能
」
は
、
洪
水
緩
和
機
能
、
渇
水
緩

和
機
能
、
水
質
浄
化
機
能
の
３
つ
の
サ

ブ
機
能
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
一

般
的
で
す
。

現
在
、
水
源
林
そ
の
も
の
に
対
す
る

関
心
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
い
っ
た

い
水
源
林
と
い
う
も
の
が
歴
史
的
に
ど

の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
管
理
さ
れ
て

き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と

調
べ
て
議
論
の
土
台
を
つ
く
り
た
い
と

思
っ
た
の
が
、
東
京
や
山
梨
の
水
源
林

を
調
べ
よ
う
と
思
い
た
っ
た
き
っ
か
け

で
す
。

実
家
が
山
梨
県
の
兼
業
農
家
で
、
母

が
農
作
物
を
相
手
に
働
く
姿
を
見
て
育

ち
ま
し
た
。
生
態
系
の
ベ
ー
ス
に
は
植

物
が
あ
っ
て
、
人
間
は
自
然
の
構
成
要

因
の
一
つ
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
い
う
思

い
を
抱
い
て
、
環
境
問
題
に
関
心
を
高

め
て
い
き
ま
し
た
。

林
学
の
分
野
で
は
予
定
調
和
的
な
考

え
方
が
あ
り
ま
し
て
、
人
工
林
を
整
備

す
れ
ば
自
ず
と
水
源
涵
養
機
能
も
良
く

な
る
し
、
国
土
の
荒
廃
も
防
げ
る
と
、

自
明
の
理
と
し
て
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）
の

地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
森
林
原
則
声
明
が
出

さ
れ
、
森
林
の
持
つ
多
様
な
機
能
と
、

維
持
可
能
な
発
展
を
総
合
的
に
検
討
す

べ
き
と
、
森
林
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が

日
本
で
も
変
わ
り
始
め
ま
し
た
。

題
材
に
採
っ
た
東
京
都
の
水
源
林
で

す
が
、
東
京
と
山
梨
に
ま
た
が
っ
て
、

面
積
２
万
１
６
０
０
ha
に
及
び
ま
す
。

量
的
に
見
て
も
、
歴
史
の
長
さ
か
ら
見

て
も
、
全
国
的
に
類
を
見
な
い
水
源
林

で
す
。

東
京
で
は
奥
多
摩
町
、
山
梨
県
で
は

塩
山
市
、
小
菅
村
、
丹
波
山
村
で
、
い

く
つ
か
の
エ
リ
ア
に
分
か
れ
ま
す
。

明
治
時
代
の
多
摩
川

水
源
涵
養
と

伐
採
、
伐
流
と
の
衝
突

水
源
林
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
近
世

で
は
「
水
の
目
林
」
と
い
っ
て
、
農
業

用
水
の
源
と
な
る
森
林
を
守
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

水
源
林
の
ル
ー
ツ
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

８
２
１
年
（
弘
仁
12
）
の
大
政
官
符
令

に
も
、「
水
源
の
森
林
を
繁
茂
さ
せ
る

べ
し
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。

水
源
林
の
歴
史
は
、
水
道
利
用
す
る

下
流
の
人
々
と
、
森
林
の
位
置
す
る
地

元
の
人
々
の
間
の
歴
史
と
し
て
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ま
ず
明
治
時
代
か
ら
見
て
い
き
ま
し

ょ
う
。
青
梅
地
方
は
東
京
近
郊
に
立
地

す
る
足
場
丸
太
の
一
大
産
地
で
し
た
。

明
治
中
期
に
な
る
と
、
青
梅
丸
太
が
有

名
に
な
り
ま
す
。
そ
の
丸
太
は
、
江
戸

時
代
に
は
多
摩
川
を
筏
流
し
で
運
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

三
多
摩
地
域
（
北
多
摩
、
南
多
摩
、

西
多
摩
で
、
現
在
の
東
京
・
多
摩
地
域
）

は
、
明
治
26
年
に
東
京
府
に
移
管
さ
れ

る
ま
で
神
奈
川
県
に
編
入
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
神
奈
川
県
は
小
径
丸
太
の
産
出

を
奨
励
し
て
い
た
の
で
す
が
、
１
８
８

９
年
（
明
治
22
）
に
な
る
と
、「
東
京

市
の
上
水
道
の
水
源
で
こ
の
よ
う
な
丸

太
生
産
を
し
て
い
て
よ
い
の
か
」
と
い

う
声
が
挙
が
り
ま
す
。「
多
摩
川
上
流

で
水
量
が
減
少
し
て
い
る
ら
し
い
が
、

水
源
森
林
を
乱
伐
し
て
い
る
こ
と
が
原

因
で
は
な
い
か
。
市
と
し
て
は
近
代
水

道
を
敷
設
す
る
こ
と
も
あ
り
、
森
林
乱

伐
を
や
め
さ
せ
、
森
林
を
買
い
入
れ
て

は
ど
う
か
」
と
、
東
京
市
会
で
建
白
書

が
提
出
さ
れ
ま
す
。
こ
の
建
白
書
は
、

関
係
者
の
大
き
な
関
心
を
呼
び
ま
し
た
。

そ
の
２
年
後
の
１
８
９
１
年
（
明
治

24
）
に
な
る
と
、
神
奈
川
県
の
西
多
摩

郡
長
・
郡
民
の
双
方
が
、
現
在
の
日
の

出
町
あ
た
り
の
森
林
を
伐
採
し
た
い
と

い
う
希
望
を
神
奈
川
県
に
申
し
出
ま
す
。

こ
の
森
林
は
１
８
８
７
年
（
明
治
20
）

に
神
奈
川
県
が
水
源
涵
養
林
に
指
定
し
、

伐
採
や
土
地
の
掘
り
返
し
を
禁
じ
、
希

望
が
あ
れ
ば
県
の
許
可
が
必
要
で
あ
る

と
規
制
し
て
い
た
の
で
す
。
地
元
の
要

望
に
対
し
て
、
神
奈
川
県
は
こ
の
申
し

水源涵養と林業経営をめぐる森林思想史

溜める水と使う水

泉 桂子　いずみけいこ

日本獣医畜産大学非常勤講師
1996年東京大学農学部卒業。2001年東京大学
大学院農学生命科学研究科博士課程修了。著
書に『近代水源林の誕生とその軌跡－森林と
都市の環境史－』（東京大学出版会、2004）が
ある。 東京・羽村取水口
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溜める水と使う水

う
意
志
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
西
多

摩
は
東
京
府
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
神

奈
川
県
時
代
と
は
異
な
り
自
由
に
森
林

を
伐
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た

の
で
、
地
元
の
人
に
は
反
発
も
あ
り
ま

し
た
。

１
８
９
９
年
（
明
治
32
）
に
な
る
と

東
京
に
近
代
水
道
が
通
水
す
る
の
で
す

が
、
翌
年
に
奥
多
摩
の
日
原
で
フ
ラ
ン

ス
の
企
業
が
民
有
林
を
伐
採
し
よ
う
と

し
、
東
京
市
議
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
大

問
題
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ

の
山
梨
県
下
の
森
林
の
状
態
は
ど
う
だ

っ
た
か
と
い
え
ば
、
製
糸
工
場
が
ど
ん

ど
ん
建
て
ら
れ
、
動
力
源
に
蒸
気
機
関

が
導
入
さ
れ
、
燃
料
は
豊
富
な
森
林
資

源
が
用
い
ら
る
と
い
う
具
合
で
、
森
林

は
荒
廃
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
ま

ず
、
東
京
府
が
水
源
林
を
買
い
取
り
、

管
理
を
し
ま
し
た
。

は
げ
山
に

林
業
経
営
の
た
め
の
森
林
を

１
９
０
３
年
（
明
治
36
）
に
、
尾
崎

行
雄
が
東
京
市
長
に
な
り
ま
す
。
彼
は

水
源
管
理
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
た
市

長
で
し
た
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
近
代

水
道
に
も
一
応
の
目
途
が
つ
い
た
わ
け

で
す
が
、
水
質
も
あ
ま
り
よ
く
な
い
し
、

水
量
も
足
り
な
い
等
、
問
題
点
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
当
時

東
京
府
が
行
っ
て
い
た
水
源
林
管
理
を
、

東
京
市
が
調
査
し
、
水
源
林
を
東
京
市

出
を
許
可
し
ま
す
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め

て
東
京
市
民
と
神
奈
川
県
の
間
で
衝
突

が
起
き
る
わ
け
で
す
。

こ
の
衝
突
は
言
い
換
え
れ
ば
水
源
利

用
と
森
林
伐
採
の
衝
突
で
す
。
し
か
し

よ
く
見
る
と
、
筏
流
し
と
上
水
利
用
と

い
う
衝
突
も
垣
間
見
え
ま
す
。
多
摩
川

と
い
う
の
は
、
飲
用
水
利
用
と
筏
流
し

（
筏
流

ば
つ
り
ゅ
う

）
が
衝
突
し
た
唯
一
の
例
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
羽
村
取
水
堰
等
い
く

つ
か
の
堰
で
、
農
業
用
水
や
上
水
供
給

の
た
め
に
取
水
す
る
と
、
本
流
の
水
量

は
減
少
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
そ
れ

が
筏
流
し
に
と
っ
て
は
大
き
な
支
障
と

な
り
ま
す
。
１
８
８
０
年
（
明
治
13
）

に
木
材
業
者
が
筏
師
組
合
を
組
織
し
、

神
奈
川
県
知
事
に
筏
流
の
許
可
を
求
め

る
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
に
甲
武
鉄

道
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
前
身
）
が

開
通
し
、
木
材
、
薪
、
炭
や
、
八
王
子

や
多
摩
地
域
の
製
糸
、
生
糸
と
い
っ
た

産
品
が
、
鉄
道
で
東
京
ま
で
運
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
筏
流

は
廃
れ
て
い
き
、
板
束
と
平
板
は
１
９

０
０
年
（
明
治
33
）
の
筏
流
を
最
後
に
、

以
後
鉄
道
が
そ
れ
を
代
替
す
る
と
い
う

形
で
、
衝
突
は
自
然
解
消
し
ま
す
。

水
源
地
を
管
轄
し
た
い

と
い
う
東
京
府
の
渇
望

当
時
か
ら
、
東
京
府
が
多
摩
川
を
水

源
地
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。

東
京
府
と
し
て
は
、
多
摩
川
の
水
源

と
森
林
の
状
態
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

り
ま
し
た
。
と
は
言
っ
て
も
今
と
違
っ

て
、
上
空
か
ら
森
林
の
状
態
を
見
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
実
際
に
森
林
が
ど

の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
か
は
、

山
に
分
け
入
っ
て
調
べ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
東
京
府
の

担
当
者
が
神
奈
川
県
の
山
奥
ま
で
探
検

に
行
き
、「
水
干

み
ず
ひ

」
と
呼
ば
れ
る
多
摩

川
の
水
源
地
（
現
在
の
塩
山
市
）
を
突

き
止
め
、「
武
蔵
国
玉
川
泉
源
巡
検
記
」

と
い
う
報
告
書
を
著
し
ま
し
た
。
１
８

８
０
年
（
明
治
13
）
の
こ
と
で
す
。

１
８
９
０
年
（
明
治
23
）
に
パ
ー
マ

ー
等
の
意
見
を
参
考
に
作
ら
れ
た
「
東

京
市
区
上
水
設
計
第
２
報
告
書
」
で
も
、

多
摩
川
が
水
源
地
と
し
て
重
要
と
い
う

こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
報
告
書
に

東
京
市
で
は
水
源
涵
養
の
１
条
を
加
え

る
こ
と
を
議
決
し
、
上
流
の
水
源
林
を

き
ち
ん
と
管
理
す
る
こ
と
も
明
文
化
さ

れ
て
い
ま
す
。

東
京
府
は
１
８
９
２
年
（
明
治
25
）

に
三
多
摩
を
神
奈
川
県
か
ら
編
入
さ
せ

て
ほ
し
い
と
申
し
出
、
翌
年
に
実
施
さ

れ
ま
す
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、

東
京
府
が
自
分
の
水
源
で
あ
る
多
摩
川

を
管
轄
下
に
置
い
て
お
き
た
い
と
い
う

意
図
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
三
多
摩
地
方
は
自
由
民
権
運

動
の
盛
ん
な
地
で
し
た
の
で
、
そ
れ
を

首
都
東
京
で
管
轄
し
て
お
き
た
い
と
い

山梨・一の瀬高原山梨・一の瀬高原、、多摩川源流近く多摩川源流近く
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て
で
き
る
た
め
技
術
的
に
も
比
較
的
容

易
で
す
。

１
９
３
３
年
（
昭
和
８
）
の
東
京
市

の
森
林
経
営
計
画
で
は
、
樹
種
混
交
の

森
林
、
針
葉
樹
と
広
葉
樹
の
混
交
林
を

つ
く
っ
て
い
こ
う
と
し
ま
す
。

木
材
生
産
機
能
と
水
源
涵
養
機
能
の

両
方
を
、
発
揮
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で

し
ょ
う
ね
。

昭
和
の
時
代

風
致
の
維
持
か
ら
戦
時
経
済
へ

小
河
内
ダ
ム
・
貯
水
池
の
計
画
が
持

ち
上
が
る
の
は
１
９
３
１
年
（
昭
和
６
）

で
す
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
水
源
林

の
風
致
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き

ま
す
。
つ
ま
り
、
奥
多
摩
地
方
は
東
京

の
重
要
な
観
光
地
で
あ
る
と
い
う
意
識

で
す
。
小
河
内
貯
水
池
が
で
き
れ
ば
富

士
五
湖
の
よ
う
な
観
光
地
に
な
る
だ
ろ

う
と
い
う
声
も
挙
が
り
、「
水
源
林
も

風
景
に
配
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
ま
す
。

小
河
内
貯
水
池
・
ダ
ム
は
単
独
の
水

道
局
が
持
っ
て
い
る
ダ
ム
と
し
て
は
、

世
界
に
も
類
を
見
な
い
規
模
で
す
。
着

工
は
１
９
３
８
年
（
昭
和
13
）、
完
成

は
１
９
５
７
年
（
昭
和
32
）
で
、
戦
争

か
ら
戦
後
復
興
の
時
期
に
重
な
る
大
工

事
で
し
た
。

戦
中
期
間
は
水
源
林
も
木
材
資
源
の

供
給
地
と
し
て
乱
伐
に
遭
い
、
薪
炭
、

パ
ル
プ
、
製
材
品
に
供
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
１
９
３
９
年
（
昭
和
14
）
と
そ
の

翌
年
は
東
京
府
内
で
は
深
刻
な
木
炭
不

足
で
、
切
符
配
給
制
も
導
入
さ
れ
ま
し

た
。こ

の
時
、
間
伐
材
を
使
っ
た
パ
ル
プ

生
産
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
明
治

末
期
に
行
っ
た
大
植
林
が
資
源
と
し
て

成
熟
し
て
き
て
い
た
わ
け
で
す
。
戦
前

の
森
林
経
営
は
長
伐
期
で
、
酒
の
樽
な

ど
を
作
っ
て
い
た
吉
野
林
業
の
や
り
方

に
習
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
ど
こ
で
も
行
わ
れ
た
こ
と
で
す
が
、

１
９
４
２
年
（
昭
和
17
）
に
は
、
従
来

は
ス
ギ
は
80
年
、
ヒ
ノ
キ
80
年
〜
１
０

０
年
、
カ
ラ
マ
ツ
60
年
だ
っ
た
伐
採
予

定
年
齢
を
、
ス
ギ
は
40
年
、
カ
ラ
マ
ツ

50
年
、
ヒ
ノ
キ
60
年
と
引
き
下
げ
ま
す
。

そ
れ
だ
け
、
木
材
資
源
が
渇
望
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

水
源
林
管
理
組
織
も
１
９
３
３
年

（
昭
和
８
）
時
点
で
は
水
道
局
庶
務
課

林
務
係
で
し
た
が
、
１
９
４
３
年
（
昭

和
18
）
に
戦
時
体
制
と
し
て
東
京
都
制

が
施
行
さ
れ
る
と
、
経
済
局
に
移
管
さ

れ
ま
す
。「
戦
争
遂
行
と
民
政
安
定
の

た
め
に
木
材
資
源
を
供
給
せ
よ
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
財
産
林
と
し
て
森
林
を

見
な
し
、
水
源
涵
養
林
と
は
言
っ
て
い

ら
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。

戦
後
復
興
か
ら
拡
大
造
林
へ

戦
後
は
「
復
興
期
（
１
９
４
６
〜
１

９
５
５
）」
と
「
経
営
の
量
的
拡
大
期

（
１
９
５
６
〜
１
９
７
２
）」「
水
源
林

独
自
の
計
画
確
立
期
（
１
９
７
３
〜
２

０
０
１
）」
の
３
期
に
分
か
れ
ま
す
。

復
興
期
は
帝
都
復
興
の
た
め
の
木
材

供
給
が
水
源
林
の
使
命
に
な
り
ま
す
が
、

何
と
言
っ
て
も
水
源
林
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
の
は
次
の
「
量
的
拡
大
期
」

で
す
。
そ
の
「
量
的
拡
大
期
」
は
、
い

わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
期
で
、
木
材
バ

ブ
ル
の
時
代
で
し
た
。

小
河
内
ダ
ム
は
１
９
５
７
年
（
昭
和

32
）
に
完
成
し
ま
す
が
、
こ
の
こ
ろ
に

は
東
京
都
の
水
需
要
が
急
増
し
、「
小

河
内
貯
水
池
だ
け
で
は
東
京
の
水
源
に

な
ら
な
い
」
と
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
多
摩
川
の
他
に
、
水
源
と
し
て
新

水
系
を
利
根
川
に
求
め
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
多
摩
川
の
位
置
づ
け
が
変
わ
り

ま
す
。

１
９
６
１
年
（
昭
和
36
）
に
水
資
源

開
発
促
進
法
、
水
資
源
開
発
公
団
法
が

成
立
し
ま
す
。
水
資
源
公
団
と
い
う
の

は
大
雑
把
に
言
え
ば
東
京
に
水
を
持
っ

て
く
る
た
め
に
で
き
た
よ
う
な
組
織
で

す
か
ら
、
こ
こ
か
ら
利
根
川
水
系
の
開

発
が
始
ま
り
ま
す
。
た
だ
利
根
川
分
水

で
、
絶
対
的
な
水
量
不
足
は
解
消
で
き

た
の
で
す
が
、
水
利
権
は
多
摩
川
と
異

な
っ
て
入
り
組
ん
で
い
ま
す
し
、
ダ
ム

は
公
団
の
持
ち
物
で
す
か
ら
、
利
根
川

水
系
で
何
か
あ
っ
た
と
き
の
た
め
に
多

摩
川
は
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
意
味
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
量
的
に
は
少
な
く
て
も
、

意
味
合
い
は
大
き
い
の
で
す
。

が
直
接
管
理
す
る
し
か
な
い
と
い
う
結

論
を
出
し
ま
す
。
１
９
１
１
年
（
明
治

44
）
に
東
京
市
は
東
京
府
か
ら
水
源
林

を
買
い
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
大
き
な
足
が
か
り
を
与

え
た
の
は
、
吉
野
林
業
に
着
目
し
た
１

９
０
９
年
（
明
治
42
）
の
「
臨
時
水
源

経
営
調
査
委
員
会
報
告
書
」
で
す
。
そ

の
報
告
書
の
中
で
、
多
摩
川
は
地
形
も

流
量
も
吉
野
川
に
よ
く
似
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
吉
野
川
で
は
林
業

が
興
り
、
多
摩
川
で
は
興
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

吉
野
川
は
「
其
ノ
林
業
ノ
盛
ン
ナ
ル
カ

為
ニ
、
吉
野
川
ノ
流
レ
ハ
、
雨
後
ニ
モ

溷
濁
セ
ズ
、
透
明
ナ
ル
コ
ト
淵
底
ノ
魚

も
数
フ
ル
に
堪
へ
」
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

そ
う
で
、
多
摩
川
も
こ
の
よ
う
に
す
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
が
提
言
さ
れ
ま
し
た
。

す
で
に
、
１
８
９
７
年
（
明
治
30
）

に
河
川
法
、
砂
防
法
、
森
林
法
の
治
水

三
法
が
成
立
し
て
お
り
、
多
摩
川
上
流

の
荒
廃
は
激
し
く
、
は
げ
山
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
吉
野
林
業
を
模
倣
す
る
形

で
東
京
の
森
林
経
営
は
始
ま
っ
た
わ
け

で
す
。

１
９
０
９
年
（
明
治
42
）
か
ら
大
正

初
期
に
か
け
て
、
精
力
的
に
植
林
を
し

ま
す
。
当
初
計
画
は
毎
年
５
０
０
ha
の

森
林
を
植
林
す
る
計
画
で
し
た
。
こ
の

数
字
そ
の
も
の
も
か
な
り
無
理
が
あ
る

と
思
う
の
で
す
が
、
実
際
に
は
１
年
あ

た
り
３
５
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
新
植
を
行

い
ま
し
た
。
戦
後
の
一
番
多
い
、
拡
大

造
林
の
時
の
実
績
が
年
２
０
０
ha
で
す

か
ら
、
い
か
に
す
ご
い
勢
い
で
の
植
林

だ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
林
業
経
営
の
収
益
も
期
待
で

き
る
と
し
て
、
邁
進
し
た
わ
け
で
す
ね
。

１
９
２
１
年
（
大
正
10
）
ご
ろ
に
な
る

と
は
げ
山
へ
の
植
林
も
一
通
り
す
ん
で
、

造
林
の
ス
ピ
ー
ド
は
緩
や
か
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
ま
で
は
大
規
模
な
植
林
で
地

元
の
人
に
雇
用
の
場
を
与
え
て
き
た
の

で
す
が
、
今
度
は
毎
年
ど
れ
く
ら
い
、

ど
こ
の
木
を
伐
っ
て
よ
い
か
を
地
元
の

集
落
と
協
議
に
よ
っ
て
決
め
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

大
正
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
は
、

国
有
林
で
択
伐

た
く
ば
つ

が
流
行
り
ま
す
。
ド
イ

ツ
、
ス
イ
ス
な
ど
で
択
伐
が
流
行
し
、

針
葉
樹
の
一
斉
林
が
虫
害
、
風
害
に
弱

い
な
ど
の
認
識
が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

皆
伐

か
い
ば
つ

の
よ
う
に
木
を
み
ん
な
伐
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
く
、
何
本
か
抜
き
切
り

し
て
い
く
の
が
択
伐
で
、
そ
の
後
自
然

の
力
で
森
林
を
世
代
交
代
さ
せ
る
こ
と

を
天
然
更
新
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

地
元
の
人
が
択
伐
を
し
、
伐
っ
た
木
を

地
元
の
人
に
払
い
下
げ
る
と
い
う
方
式

を
と
り
ま
す
。
こ
れ
が
な
ぜ
機
能
し
た

か
と
い
う
と
、
地
元
の
人
々
が
炭
や
薪

を
欲
し
た
か
ら
で
す
。
特
に
炭
焼
き
が

大
事
な
産
業
で
、
小
さ
な
広
葉
樹
を
伐

っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
炭
焼
き
す
る
と

い
う
こ
と
は
地
元
の
利
益
に
適
う
こ
と

だ
っ
た
わ
け
で
す
。
薪
炭
材
の
更
新
は

萌
芽
（
ぼ
う
が
＝
ひ
こ
ば
え
）
に
よ
っ



富士山

丹沢山

浅間山

八ヶ岳

甲武信岳

雲取山
笠取山

大菩薩嶺

千曲川

久慈川

那珂川

荒川

笛吹川釜無川

多摩川

利根川

鬼怒川

大井川

相模川

富士川

霞ヶ浦

北浦

筑波山
涸沼

13

溜める水と使う水

上と右：「小さな分水嶺」のそばには、朽ちたウィンチが
取り残されている。数年前まで働いていたようにも見受け
られるのだが、エンジンで巻取られるワイヤーは木材を運
ぶためのものだろうか。
左：枝振りをよく見ると、北側にはまったく枝がない。大
工棟梁が製材した柱を見て、「南はこっち」と一目瞭然なの
が、理解できた。
下：水干周辺は山梨県なのに、水源林の管轄は東京都水道
局。カモシカやシカが多く、苗木の保護対策に苦慮してい
る。モミ、トウヒ、シラビソなどが育てられている。

多摩川の源流は、東京都の最高峰
雲取山のさらに奥、山梨県塩山市
笠取山の頂上近く、水干にある。
そのすぐ先には甲武信岳、日本海
へ流れ込む千曲川と大平洋側との
分水嶺。多摩川は日本の背骨近く
まで上っている。
水干の西には、「小さな分水嶺」
と称した三角錐の道標がたち、多
摩川、荒川、富士川の分水を示す。
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こ
の
時
代
に
は
木
材
生
産
の
拡
大
が

声
高
に
叫
ば
れ
ま
し
た
。
水
源
涵
養
機

能
に
適
し
て
い
る
と
い
わ
れ
た
「
針
広

混
交
多
層
林
」
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
り

ま
し
た
。

代
わ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
天

然
林
を
伐
採
し
て
人
工
林
に
す
る
と
い

う
「
拡
大
造
林
」
の
方
針
で
す
。
そ
の

た
め
、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
天
然

林
の
択
伐
は
縮
小
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
時
期
の
水
道
局
は
択
伐
に
消
極

的
で
、
地
元
と
の
合
意
が
あ
る
の
で
最

小
限
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

燃
料
革
命
で
薪
炭
材
の
市
場
価
値
が
な

く
な
り
、
天
然
更
新
で
薪
炭
で
は
な
い

別
の
用
途
の
木
を
供
給
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
た
の
に
、
そ
れ
に
応
え
る

技
術
を
確
立
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
背

景
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
代
の
経
営
計
画
の
特
徴
は
、

成
長
量
以
上
の
伐
採
を
計
画
し
た
こ
と

で
す
。
何
で
こ
ん
な
こ
と
が
ま
か
り
通

っ
た
の
か
と
い
う
と
、「
い
ま
造
林
し

て
い
る
針
葉
樹
の
成
長
が
早
い
の
で
、

い
ま
た
く
さ
ん
伐
っ
て
も
将
来
は
担
保

で
き
る
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
こ

れ
に
は
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
傲
慢

さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。

古
典
的
林
学
の
基
本
で
あ
る
、
森
林

の
再
生
可
能
な
範
囲
で
の
伐
採
と
い
う

考
え
方
も
、
当
時
は
林
学
の
中
で
「
古

く
さ
い
」
と
批
判
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）
に
は
成
長
量

以
上
の
木
材
を
伐
ら
な
い
と
い
う
立
場

と
、
成
長
量
以
上
の
木
材
を
伐
る
拡
大

生
産
の
立
場
と
で
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。

当
時
は
木
材
バ
ブ
ル
で
し
た
か
ら
、
あ

る
大
新
聞
の
社
説
に
「
国
有
林
伐
り
惜

し
み
論
」
と
い
う
の
が
載
り
、「
国
有

林
が
伐
り
惜
し
ん
で
い
る
か
ら
、
木
材

の
値
段
が
吊
り
上
が
る
の
だ
」
と
い
う

論
陣
を
張
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う

狂
騒
的
な
世
の
中
で
し
た
。

木
材
生
産
へ
の
要
求
が
高
く
な
る
一

方
、
東
京
都
の
主
た
る
水
源
が
利
根
川

水
系
に
移
行
し
た
こ
と
で
、
水
源
林
の

水
源
涵
養
機
能
の
重
要
性
も
薄
れ
た
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

水
源
涵
養
機
能
重
視へ

の
転
換

拡
大
造
林
の
転
換
点
は
１
９
７
２
年

（
昭
和
47
）
で
す
。
自
然
保
護
運
動
が

高
ま
り
、
日
本
自
然
保
護
協
会
が
水
道

局
に
意
見
書
を
出
し
ま
す
。

「
水
源
林
経
営
は
天
然
林
を
切
り
尽
く

し
て
、
治
山
治
水
上
問
題
が
多
い
。
木

材
生
産
と
水
源
涵
養
は
両
立
し
な
い
の

で
は
な
い
か
」
と
、
痛
烈
に
批
判
し
て

い
ま
す
。
こ
の
意
見
書
が
出
さ
れ
た
の

は
１
９
６
６
年
（
昭
和
42
）
で
す
が
、

一
つ
の
有
力
な
意
見
書
で
し
た
。
東
京

都
も
革
新
都
政
の
中
で
、
自
然
保
護
政

策
を
積
極
的
に
推
し
進
め
ま
す
。

１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
に
は
「
都

民
を
公
害
か
ら
防
衛
す
る
計
画
」
を
定

め
、
自
然
を
保
護
し
回
復
す
る
こ
と
を

施
策
上
の
重
要
課
題
に
し
ま
す
。
翌
72

年
（
昭
和
47
）
に
は
、「
自
然
の
保
護

と
基
本
的
回
復
方
向
」
を
定
め
て
、
残

っ
て
い
る
自
然
は
強
力
に
保
護
す
る
こ

と
に
な
り
、
水
源
林
は
小
笠
原
諸
島
な

ど
と
同
じ
よ
う
に
原
生
保
全
地
域
に
指

定
さ
れ
ま
す
。
林
業
経
営
も
自
然
保
護

に
留
意
し
、
開
発
行
為
は
認
め
な
い
と

明
言
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
の
地
元
と
の
関
係
も
こ
の

よ
う
な
規
制
に
よ
り
大
き
く
変
化
し
ま

す
。
そ
れ
ま
で
は
立
木
払
い
下
げ
で
地

元
と
の
経
済
関
係
を
つ
な
い
で
い
ま
し

た
が
、
１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
に
入
り
、

地
元
と
し
て
も
過
疎
で
人
手
が
な
く
な

り
、
消
防
や
学
校
の
維
持
管
理
で
金
が

か
か
る
と
い
う
こ
と
で
払
い
下
げ
を
や

め
る
代
わ
り
に
交
付
金
を
出
す
、
と
い

う
大
き
な
曲
が
り
角
を
迎
え
ま
す
。
森

林
の
木
材
を
媒
介
と
し
な
い
、
制
度
的

つ
な
が
り
を
地
元
と
結
び
直
す
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

明
治
以
降
一
貫
し
て
水
量
の
拡
大
を

求
め
て
き
た
水
利
用
の
あ
り
方
も
変
わ

り
、
１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
は
、

「
水
道
需
要
を
抑
制
す
る
施
策
」
を
発

表
し
、
水
道
局
自
身
が
水
需
要
を
抑
制

す
る
こ
と
で
需
給
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ

と
を
明
言
し
ま
し
た
。
画
期
的
な
出
来

事
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
80
年
代
か
ら
高
度
浄
水
処
理

が
取
り
入
れ
ら
れ
、「
安
全
で
お
い
し

い
水
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

上：小河内ダムでせき止められた
奥多摩湖を山梨と東京の県境から
望む。藻類が多く、除藻作業には
太陽光発電を使い、藻を運ぶ船も
太陽電池で動く。
右：水源林の山には尾根に滑走路
のような防火帯が備わっていると
ころが多く見られる。
左：小河内ダムの横にある「奥多
摩水と緑のふれあい館」には写真
の立体模型をはじめ、周辺の郷土
芸能まで紹介されている。
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溜める水と使う水

木
材
生
産
な
き

水
源
涵
養
林
の
時
代

私
は
木
材
生
産
と
水
源
涵
養
は
歴
史

的
に
見
る
限
り
両
立
す
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
現
在
は
木
材
生
産
の
需

要
が
相
対
的
に
非
常
に
小
さ
く
な
っ
て

い
る
時
代
で
す
。
で
も
逆
説
的
に
言
え

ば
、
だ
か
ら
こ
そ
今
の
状
況
は
利
害
を

離
れ
て
森
林
の
こ
と
や
水
の
こ
と
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
良
い
機
会
で
は
な

い
で
す
か
。
長
い
歴
史
を
振
り
返
っ
て

も
、
こ
ん
な
こ
と
は
、
か
つ
て
な
か
っ

た
わ
け
で
す
か
ら
。

水
の
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

子
供
、
孫
の
た
め
に
ど
う
い
う
森
を
つ

く
れ
ば
よ
い
か
、
夢
を
描
く
絶
好
の
チ

ャ
ン
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
水
源
涵
養
税

が
議
論
に
な
り
、
一
部
で
実
施
さ
れ
て

き
て
い
る
の
も
、
こ
う
い
う
時
勢
を
反

映
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
税
金

を
徴
収
す
る
だ
け
で
は
、
水
源
林
に
対

す
る
関
心
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
は
つ

な
が
り
ま
せ
ん
。
そ
の
税
金
を
誰
に
、

ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
も
難
し
い
問

題
で
す
。
単
な
る
委
託
に
陥
ら
な
い
、

下
流
か
ら
上
流
に
何
か
を
還
元
す
る
と

い
う
意
識
が
な
い
と
水
源
林
を
守
る
上

流
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
た

め
に
は
、
源
流
を
見
に
行
く
と
い
う
体

験
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
東
京
都
の
水
源
林
を
見
て
い

て
思
う
の
で
す
が
、
人
工
林
の
伐
期
を

伸
ば
す
と
い
う
の
は
一
つ
の
選
択
だ
と

思
い
ま
す
。
１
０
０
年
や
２
０
０
年
た

っ
た
人
工
林
と
い
う
の
は
見
た
目
は
天

然
林
と
変
わ
ら
ず
、
荘
厳
で
神
様
が
宿

っ
て
い
る
感
じ
す
ら
し
ま
す
。
そ
う
い

う
森
を
つ
く
っ
て
い
け
ば
、
水
源
涵
養

機
能
も
高
い
で
し
ょ
う
し
、
木
材
と
し

て
も
価
値
の
高
い
も
の
と
な
る
と
思
い

ま
す
。
長
伐
期
に
シ
フ
ト
す
る
と
い
う

選
択
肢
は
検
討
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
人
間
は
１
０
０
年
も
生
き
ら
れ
ま

せ
ん
か
ら
、
こ
れ
は
個
人
の
力
で
は
ど

う
に
も
な
ら
ず
、
社
会
的
な
仕
組
み
が

必
要
に
な
り
ま
す
ね
。

最
後
に
、「
利
用
と
は
何
か
」
と
い

う
点
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
水

は
世
の
中
を
回
っ
て
い
る
も
の
で
、
そ

の
輪
の
中
に
人
間
は
い
る
わ
け
で
す
。

水
を
使
う
と
き
は
、
上
流
か
ら
水
を
流

し
て
く
れ
る
人
が
い
る
わ
け
だ
し
、
自

分
が
使
っ
た
廃
水
も
川
や
海
に
流
れ
て

い
く
。

今
ま
で
の
水
資
源
開
発
は
、
使
え
ば

使
い
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
気
が
し
ま
す
。

近
代
水
道
の
歴
史
も
こ
う
し
て
追
っ
て

み
る
と
量
的
な
拡
大
の
歴
史
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
水
利
用
を
「
循
環
の
輪
」

で
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
ね
。

こ
う
し
た
水
道
局
側
の
動
き
に
合
わ

せ
る
よ
う
に
水
源
林
も
１
９
７
２
年

（
昭
和
47
）
に
は
天
然
林
の
伐
採
は
行

わ
な
い
、
拡
大
造
林
は
行
わ
な
い
、
人

工
林
伐
採
も
暫
時
減
少
さ
せ
る
と
軌
道

修
正
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
改
め
て
「
水
源
林
経
営
の
目

的
は
水
源
涵
養
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
こ

と
」
と
第
一
に
表
明
し
ま
す
。「
土
壌

の
浸
透
機
能
、
土
砂
流
出
防
止
機
能
の

高
い
森
林
を
造
成
す
る
」
と
定
め
、

「
木
材
生
産
は
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
」
と
明
文
化
し
ま
し
た
。
一
時
期

背
後
に
押
し
や
ら
れ
て
い
た
水
源
涵
養

機
能
が
こ
こ
で
ま
た
表
舞
台
に
登
場
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

昭和39年の東京青梅には、木材搬出のためのソリの道がまだ活きていた。
多摩百年史研究会編『写真集 目で見る多摩の一世紀』

財団法人東京市町村自治調査会1993 より


