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心
の
ま
ち
づ
く
り 

 

“
山
林
に
保
水
力
を
！ 

” 

 

山
林
の
保
水
力
（
落
葉
樹

が
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
杉

や
桧
）
が
な
く
高
槻
の
「
出

灰
の
よ
う
な
山
奥
の
谷
川
」

に
も
雨
が
集
中
し
て
降
れ
ば
、

川
の
水
位
は
堤
防
の
上
ま
で

来
る
こ
と
に
、
驚
き
を
感
じ

ま
し
た
。 

 

芥
川
の
下
流
で
も
雨
が
ふ

れ
ば
一
機
に
増
水
し
て
、
翌

日
に
は
又
水
が
少
な
い
川
に

戻
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
洪
水

と
水
不
足
を
予
防
す
る
為
に

山
林
に
落
葉
樹
を
た
く
さ
ん

植
林
し
て
、
ど
ん
ぐ
り
等
の

動
物
の
え
さ
に
な
る
実
の
な

る
木
も
植
え
て
、
豊
か
な
多

様
性
の
あ
る
山
林
に
す
る
た

め
に
国
民
は
真
剣
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
農
業

や
漁
業
が
栄
え
る
た
め
に
も

山
林
の
整
備
が
急
務
で
す
。 

 
 

予
算
を
つ
け
て
若
者
の
就
職

先
と
し
て
山
林
整
備
事
業
を

遂
行
す
べ
き
で
す
。 

女
瀬
川
や
芥
川
、
日
野
川
、

津
之
江
水
路
等
の
川
掃
除
を

８
年
間
し
て
き
て
、
常
時
、

川
を
豊
か
な
水
で
満
た
す
為

に
は
、
山
林
の
保
水
力
の
大

切
さ
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。 
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会
員
だ
よ
り 

と
ん
ぼ
玉 

“
世
界
に
た
だ
一
つ
の 

ペ
ン
ダ
ン
ト
” 

 

古
代
か
ら
技
法
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
「
と
ん
ぼ
玉
」
と

い
う
も
の
に
、
な
ん
と
な
く

魅
力
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

「
と
ん
ぼ
玉
」
は
古
く
は
エ

ジ
プ
ト
や
吉
野
ヶ
里
遺
跡
か

ら
も
出
土
し
、
正
倉
院
御
物

に
も
あ
る
ガ
ラ
ス
ビ
ー
ズ
で

江
戸
時
代
に
も
根
付
け
な
ど

に
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。 

 

神
戸
に
「
と
ん
ぼ
玉
ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム
」
が
あ
る
の
を
見

付
け
出
か
け
ま
し
た
。 

神
戸
市
中
央
区
京
町
、
ビ
ル

が
立
ち
並
ん
だ
中
の
一
つ
で

す
。
入
場
料
四
〇
〇
円
、
中

に
は
様
々
な
「
と
ん
ぼ
玉
」

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

現
代
作
家
の
も
の
は
こ
れ
が

「
と
ん
ぼ
玉
」
か
と
思
う
ほ

ど
繊
細
で
美
し
い
色
鮮
や
か

な
も
の
ば
か
り
で
す
。
古
代

の
ト
ル
コ
出
土
の
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。 

 

展
示
品
を
見
終
わ
っ
て
外

に
出
る
と
「
と
ん
ぼ
玉
」
の

製
作
体
験
が
出
来
ま
す
。 

体
験
料
金
は
一
二
〇
〇
円
で

す
。
し
ば
ら
く
見
学
し
て
い

る
と
、
中
学
生
く
ら
い
の
子

供
さ
ん
も
作
っ
て
い
ま
す
。

私
も
挑
戦
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
ま
ず
自
分
の
好
み
の

色
を
決
め
ま
す
。 

主
体
と
な
る
「
玉
」
と
模
様

と
な
る
小
さ
い
ガ
ラ
ス
玉
で

す
。
主
体
を
ブ
ル
ー
、
模
様

は
白
と
水
色
に
し
ま
し
た
。

選
ん
だ
ガ
ラ
ス
棒
が
バ
ー
ナ

ー
の
火
で
み
る
み
る
溶
け
て

流
れ
そ
う
に
な
る
の
を
、
直

径
３
ミ
リ
く
ら
い
の
棒
に
く

る
く
る
回
し
な
が
ら
巻
き
つ

け
円
く
仕
上
げ
て
い
き
ま
す
。

ほ
ぼ
円
形
に
な
っ
て
き
た
ら

模
様
と
な
る
小
さ
い
ガ
ラ
ス

玉
を
く
っ
つ
け
て
ま
た
バ
ー

ナ
ー
で
炙
る
と
き
れ
い
な
水

玉
模
様
が
出
来
上
が
り
ま
す
。

ス
タ
ッ
フ
の
方
が
う
ま
く
リ

ー
ド
し
て
く
れ
て
一
〇
分
く

ら
い
で
出
来
ま
し
た
。
冷
え

る
ま
で
一
時
間
く
ら
い
か
か

る
と
い
う
こ
と
で
、
昼
食
を

し
て
戻
っ
て
く
る
と
、
き
れ

い
な
ブ
ル
ー
に
水
玉
模
様
の

「
と
ん
ぼ
玉
」
が
出
来
上
が

っ
て
い
ま
し
た
。
付
属
品
を

つ
け
て
世
界
に
た
だ
一
つ
の

ペ
ン
ダ
ン
ト
が
で
き
ま
し
た
。  
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と
け
い
そ
う 

“ 

平
城
宮
跡
を
訪
れ
て 

” 

 

平
城
遷
都
一
三
〇
〇
年
祭

の
開
か
れ
て
い
る
奈
良
の
平

城
宮
跡
を
訪
れ
ま
し
た
。
大

和
の
山
々
を
背
に
１
㎞
四
方

の
敷
地
に
朱
色
も
鮮
や
か
な
、

朱
雀
門
、
第
一
次
大
極
殿
、

東
院
庭
園
な
ど
が
、
風
に
な

び
く
木
々
や
草
原
の
中
に
点

在
し
、
そ
の
地
に
立
つ
と
「
あ

を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
咲
く

花
の 

に
ほ
う
が
ご
と
く
今

盛
り
な
り
」
と
詠
ん
だ
天
平

人
の
栄
華
が
蘇
り
ま
す
。 

 

和
同
三
年
（
七
一
〇
）
か

ら
桓
武
天
皇
が
長
岡
京
に
遷

都
す
る
延
暦
三
年
（
七
八
四
）

ま
で
の
七
十
四
年
間
（
途
中

の
中
断
は
あ
り
ま
す
が
）
政

治
、
文
化
の
中
心
と
し
て
栄

え
、
天
平
衣
装
の
貴
族
、
役

人
が
、
こ
の
地
を
往
来
し
た

か
と
思
う
と
一
三
〇
〇
年
の

時
を
越
え
て
、
奈
良
時
代
や

万
葉
の
時
代
に
思
い
を
馳
せ

て
何
か
ワ
ク
ワ
ク
し
て
し
ま

い
ま
す
。 

 

朱
雀
門
の
真
北
八
〇
〇
ｍ

に
そ
び
え
る
復
元
さ
れ
た
第

一
次
大
極
殿
は
、
平
城
宮
最

大
の
建
物
で
、
天
皇
の
即
位

式
や
外
国
使
節
の
謁
見
等
、

国
の
重
要
な
儀
式
に
使
わ
れ

て
い
て
、
天
皇
の
玉
座
も
復

元
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
場
所
か
ら
天
皇
が
南

庭
に
整
列
し
た
家
臣
に
謁
見

し
た
の
か
と
思
い
な
が
ら
、

南
庭
と
は
る
か
向
こ
う
の
朱

雀
門
を
見
降
ろ
す
と
、
少
し

偉
く
な
っ
た
気
分
に
・
・
・ 

 

唐
の
都
、
長
安
を
模
倣
し

た
と
言
わ
れ
る
こ
の
都
で
は
、

律
令
制
が
整
う
に
つ
れ
て
、

国
の
富
は
中
央
に
集
め
ら
れ
、

皇
族
、
貴
族
は
華
や
か
な
生

活
を
送
り
、
遣
唐
使
な
ど
か

ら
も
た
ら
さ
れ
た
唐
の
中
国

風
、
仏
教
風
の
文
化
を
積
極

的
に
受
け
入
れ
、
天
平
文
化

の
華
を
咲
か
せ
た
そ
う
で
す
。 

 

そ
れ
を
象
徴
す
る
か
の
様

に
東
隅
に
再
現
さ
れ
た
東
院

庭
園
。
東
西
八
〇
ｍ
南
北
一

〇
〇
ｍ
の
敷
地
の
中
に
池
と

建
物
が
あ
り
、
こ
こ
で
貴
族

達
が
曲
水
の
宴
を
催
し
、
舞

楽
が
披
露
さ
れ
て
い
た
の
で

す
。 

 

華
や
か
さ
の
陰
で
は
藤
原

氏
に
よ
る
権
力
闘
争
が
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
た
筈
で
す
が
、

そ
の
中
で
抹
殺
さ
れ
た
人
達

が
、
生
い
茂
る
草
場
や
、
遺

跡
の
礎
に
影
を
落
と
し
て
い

る
様
な
気
が
す
る
平
城
宮
跡

で
し
た 
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