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かけがえのない水を生む
源流の自然を愛し、源流を守り、育てる人です

集い、話し、遊び、学び、考え、触れ、交流し、
参加し、喜びを分かち合いながら、
源流を守り、育ててゆこうとする会です

郵便振替 00940-1-331163

個人
家族

2,000円
3,000円

学生
団体

1,000円
10,000円

水源地の森守募金
にご協力ください

もりもり

郵便振替 「水源地の森守募金」あて00950-2-331164

年会費

源流人
会とは

ともに源流学
を楽しみ学ぶ仲

間

を紹介ください

源流人
とは

ありがとうございました。
平成25年度、153,835円の森守募金をお預かりしました。
奈良県内すべてと、和歌山県内の紀の川流域市町村の小学

4年生全員に配布した教材印刷費や源流域での
斜面崩壊対策費用にあてさせていただきました。
今後ともご支援をよろしくお願いします。
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柏木地区にある樹高約22m、幹回り4.22mの堂々としたイチョウの
大木。新緑も紅葉もきれいです。
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「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」。

　

２
０
１
５
年
３
月
で
歴
史
を
閉
じ
る
、
神
戸

夙
川
学
院
大
学
。
神
戸
の
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド

に
あ
る
、
観
光
文
化
学
部
だ
け
の
、
小
さ
な
大

学
で
す
。

　

こ
の
大
学
が
で
き
た
の
は
、
実
は
た
っ
た
の

8
年
前
。
私
は
そ
の
時
か
ら
、
こ
こ
の
教
員
を

務
め
て
き
ま
し
た
。
専
門
は
地
理
学
、
農
山
村

地
域
研
究
。
生
ま
れ
も
育
ち
も
岡
山
県
の
田
舎

で
す
。
田
舎
の
価
値
を
、
中
の
人
に
も
外
の
人

に
も
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
！　

そ

の
気
持
ち
が
原
点
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　

川
上
村
と
の
出
会
い
は
、
２
０
０
７
年
の
１

月
。
関
西
に
ほ
と
ん
ど
縁
の
な
か
っ
た
私
は
、

神
戸
で
就
職
す
る
な
ら
知
り
合
い
を
増
や
し
て

お
き
た
い
と
思
い
、
兵
庫
県
三
田
市
で
開
か
れ

た
環
境
教
育
の
集
ま
り
に
参
加
し
ま
し
た
。「
自

然
環
境
保
全
論
」
と
い
う
科
目
を
、
日
本
の
森

林
や
山
村
に
つ
い
て
体
験
を
通
じ
て
学
ぶ
形
に

し
た
い
！　

二
次
林
（
里
山
林
）
な
ら
神
戸
の

周
り
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
人
工
林
・
林
業

や
原
生
林
、
山
村
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
学
べ
る

と
こ
ろ
は
な
い
か
な
あ
・
・
・
。
そ
う
話
し
て

い
る
と
、
森
と
水
の
源
流
館
の
木
村
さ
ん
が
お

声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
川
上
村
が

え
え
で
。」

　

そ
う
し
て
毎
学
期
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ

た
、
１
泊
２
日
の
エ
コ
ツ
ア
ー
。
毎
回
少
し
ず

つ
内
容
は
異
な
り
ま
す
が
、
写
真
で
様
子
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

1
．
大
和
上
市
駅
に
集
合
し
、
源
流
館
経
由
で

三
之
公
に
あ
る
「
水
源
地
の
森
」
へ
。
森
の
見

方
を
学
び
ま
す
。

2
．
宿
泊
は
い
つ
も
朝
日
館
。
歴
史
の
詰
ま
っ

た
吉
野
建
て
の
建
築
、
き
れ
い
な
お
庭
、「
お

く
ど
さ
ん
」
で
作
ら
れ
た
自
家
製
ゆ
ず
羊
羹
や

ご
は
ん
、
薪
で
沸
か
す
お
風
呂
、
そ
し
て
な
に

よ
り
女
将
さ
ん
の
お
話
が
魅
力
で
す
。
学
生
が

雨
天
時
に
作
っ
た
ベ
ン
チ
も
、
街
道
沿
い
に
置

い
て
あ
り
ま
す
。

3
．
２
日
目
の
朝
は
、
た
い
て
い
柏
木
と
そ
の

周
辺
を
散
策
。
薪
割
り
を
し
た
り
、
後
南
朝
の

史
跡
を
訪
ね
た
り
。

4
．
こ
こ
３
年
は
毎
回
、
上こ
う
だ
に谷
へ
。
神
社
の
境

内
・
参
道
等
の
清
掃
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、

お
宅
に
お
邪
魔
し
た
り
、
薪
割
り
を
し
た
り
。

５
．
扮そ
ぎ
お尾

の
３
０
０
年
生
の
杉
林
や
源
流
館
を

見
学
し
帰
途
に
つ
き
ま
す
。

お
ま
け　

６
．
柏
木
の
浦
本
さ
ん
手
作
り
の
木
工
作
品
に

感
激
！

７
．学
生
が
腕
相
撲
な
ど
始
め
る
と
、達
っ
ち
ゃ

ん
は
黙
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
！

８
．
入
之
波
の
中
平
さ
ん
。

一
度
だ
け
、
狩
猟
の
こ
と

な
ど
を
拝
聴
し
た
の
で
す

が
、
方
言
と
ロ
ー
カ
ル
地

名
と
専
門
用
語
に
つ
い
て
い
く
の
は
困
難
を
極

め
・
・
・
。
川
上
村
は
奥
深

い
で
す
。
ま
た
の
機
会
に
！

　
な
お
、
4
月
か
ら
縁
あ
っ

て
奈
良
教
育
大
学
に
勤
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
川
上
村
の
皆
様
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

川
上
村
に
お
世
話
に
な
っ
た

神
戸
夙
川
学
院
大
学
の
８
年
間

川
上
村
に
お
世
話
に
な
っ
た

神
戸
夙
川
学
院
大
学
の
８
年
間

神
戸
夙
川
学
院
大
学
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す
。
こ
れ
ま
で
の
源
流
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
山

小
屋
で
の
宿
泊
講
座
な
ど
で
は
比
較
的
、
山
や

自
然
を
愛
す
る
環
境
意
識
の
高
い
方
々
が
対
象

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
り
視
線
を
低

く
、
裾
野
を
広
げ
、
し
か
も
水
源
池
の
村
の
課

題
に
マ
ッ
チ
し
た
内
容
で
、
駐
車
マ
ナ
ー
、
火

や
ゴ
ミ
の
始
末
や
、
キ
ャ
ン
プ
道
具
の
工
夫
な

ど
、 

観
光
と
環
境
の
向
上
に
寄
与
す
る
イ
ベ
ン

ト
と
な
る
よ
う
試
み
ま
す
。

既
卒
者
向
け
イ
ン
タ
ー
ン
受
け
入
れ

　

本
財
団
の
理
念
で
あ
る
、
流
域
を
は
じ
め
都

市
部
の
人
々
と
水
源
地
域
を
結
び
公
益
利
益
に

寄
与
す
る
た
め
に
は
「
結
ぶ
」
職
能
を
持
っ
た

人
材
が
不
可
欠
で
す
。
新
年
度
で
は
、 

自
ら
の

企
画
力
と
実
行
力
、
そ
し
て
問
題
解
決
能
力
を

用
い
て
、
テ
ー
マ
に
向
か
う
こ
と
を
め
ざ
す
人

と
と
も
に
、
こ
の
地
域
や
流
域
の
資
源
、
組
織

の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
活
用
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
年

度
末
ま
で
い
っ
し
ょ
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　

平
成
26
年
度
も
ま
も
な
く
終
了
し
ま
す
。「
第

５
回
全
国
源
流
サ
ミ
ッ
ト
」
や
「
第
34
回
全
国

豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
」
な
ど
に
か
か
わ
る
取

り
組
み
が
印
象
に
残
る
年
で
し
た
。
そ
し
て
ひ

と
息
つ
く
間
も
な
く
新
年
度
へ
と
突
入
し
ま

す
。前
年
度
の
大
き
な
催
し
の
成
功
を
通
じ
て
、

多
く
の
人
々
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
「
真

の
流
域
連
携
」「
森
か
ら
海
へ
の
つ
な
が
り
」

を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
か
が
、
次
年

度
の
肝
と
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
毎
年
定
番

と
な
っ
た
「
水
源
池
の
森
ツ
ア
ー
」
や
「
吉
野

川
紀
の
川
し
ら
べ
隊
」、「
源
流
の
つ
ど
い
」
な

ど
は
継
続
実
施
を
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
試
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
の
一
部
を
こ
こ
に
記
し
、
有
言
実
行
を 

め
ざ
し
ま
す
。

吉
野
川
紀
の
川
ス
タ
イ
ル

流
域
連
携
モ
デ
ル
構
築
の
た
め
の
協
働
調
査

　

源
流
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
提
言
の
あ
っ
た
流

域
間
で
の
モ
ノ
の
行
き
来
の
促
進
に
つ
い
て
、

少
し
基
盤
が
で
き
つ
つ
あ
る
、
ヒ
ト
の
行
き
来

を
い
か
し
、
共
通
の
課
題
、
固
有
の
課
題
を
相

談
し
な
が
ら
、
上
流
か
ら
下
流
、
下
流
か
ら
上

流
が
お
互
い
を
意
識
し
、
支
え
合
う
こ
と
で
成

公
益
財
団
法
人

　吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　忠
大

事
務
局
長

平
成 

　年
度
の
取
り
組
み
に
向
け
て

平
成 

　年
度
の
取
り
組
み
に
向
け
て

あ
ら
た
め
て
恊
働
型
事
業
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

あ
ら
た
め
て
恊
働
型
事
業
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
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1

り
立
つ
よ
う
な
特
産
品
交
流
の
し
く
み
を
構
築

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま 

す
。
ま
さ
に
「
流

域
圏
」
発
想
の
具
現
化
で
す
。
恒
例
の
「
源
流

ま
つ
り
」
も
み
ん
な
で
そ
の
よ
う
な
意
識
で
、

実
験
の
場
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

旧
白
屋
地
区
の
定
期
観
察
（
各
季
）

　

昨
年
度
か
ら
川
上
村
で
始
動
し
て
い
る
「
水

源
池
の
村　

未
来
へ
の
風
景
づ
く
り
」
は
、
企

業
や
団
体
の
協
賛
を
得
て
、
現
地
に
残
る
石
積

み
を
い
か
し
、
各
々
の
庭
園
づ
く
り
に
よ
っ

て
、
か
つ
て
の
人
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
さ
せ
る

景
観
を
再
生
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立
ち
上
げ
段
階
で
は
、
筆
者

も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
い
よ
い
よ
財
団
総

動
員
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
盛
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。「
し
ら

べ
隊
」
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
用
い
て
、
季
節
ご
と

に
、
植
物
や
昆
虫
の
観
察
を
行
い
、
フ
ィ
ー
ル

ド
の
変
化
を
参
画
団
体
へ
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

ま
た
こ
の
観
察
に
も
多
く
の
人
が
協
働
参
加
が

で
き
る
展
開
と
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
源
流
学
的
キ
ャ
ン
プ
講
座
」

 

ゴ
ミ
の
な
い
、
き
れ
い
な
河
川
環
境
は
水

源
池
の
村
の
宝
で
す
。
こ
れ
を
守
り
な
が
ら

自
然
と
親
し
み
、
楽
し
く
過
ご
す
キ
ャ
ン
プ

の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
く
講
座
で 

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　

２
０
１
４
年
９
月
21
日
（
日
）
13
時
30
分
～

16
時
30
分
で
近
鉄
吉
野
駅
か
ら
七
曲
り
の
坂
を

上
っ
て
、
吉
野
山
に
見
ら
れ
る
昆
虫
や
植
物
な

ど
い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
を
観
察
し
ま
し
た
。
環

境
省
近
畿
地
方
環
境
事
務
所
の
後
援
を
い
た
だ

き
、
当
日
は
尾
上
聖
子
さ
ん
（
奈
良
植
物
研
究

会
）、古
山
暁
さ
ん
（
和
歌
山
大
学
大
学
院
生
）、

杉
本
正
太
さ
ん
（
環
境
省
近
畿
地
方
環
境
事
務

所
吉
野
自
然
保
護
官
事
務
所
）を
講
師
に
迎
え
、

参
加
者
８
名
で
実
施
し
ま
し
た
。

　

古
山
さ
ん
か
ら
は
、
秋
の
虫
を
多
方
面
に
わ

た
っ
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
専
門

の
ト
ン
ボ
で
は
、
秋
に
な
る
と
平
野
部
で
も
た

く
さ
ん
見
ら
れ
る
ア
キ
ア
カ
ネ
と
ナ
ツ
ア
カ
ネ

の
見
分
け
方
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
尾
上
さ
ん
に
は
、
秋
の
野
草

と
、
特

に
秋
に

目
立
っ

て
く
る

「
ひ
っ
つ

き
虫
」

と
呼
ば

れ
る
植

物
に
つ

い
て
解

説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
日
観
察
し
た

「
ひ
っ
つ
き
虫
」
は
、
ア
カ
ネ
、
メ
ナ
モ
ミ
、

コ
メ
ナ
モ
ミ
、
キ
ン
ミ
ズ
ヒ
キ
、
ミ
ズ
ヒ
キ
、

イ
ノ
コ
ヅ
チ
、
チ
ヂ
ミ
ザ
サ
、
セ
ン
ダ
ン
グ

サ
、
ヌ
ス
ビ
ト
ハ
ギ
の
10
種
を
数
え
ま
し
た
。

　

七
曲
り
の
坂
は
、
普
通

に
歩
け
ば
20
分
ほ
ど
の
道

の
り
で
す
が
、
生
き
物
観

察
を
し
な
が
ら
登
る
と
、

２
時
間
半
も
か
か
り
ま
し

た
。
じ
っ
く
り
と
観
察
を

指
導
し
て
い
た
だ
い
た
、

講
師
の
皆
さ
ん
に
感
謝
し

ま
す
。

吉野川紀の川しらべ隊

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

今回掲載の取り組みについてご関心いただける方は詳細についてお問い合わせください

旧白屋地区「未来への風景づくり」現地

イメージ

キャンプ後、川原に残されたゴミ

１．七曲りの坂をのんびりと自然観察

２．ヒガンバナ

５．ツマグロヒョウモン

７．ナツアカネ（左）とアキアカネ（右）

９．華麗なアミさばきの古山先生10．ひっつき虫について説明する尾上先生

６．オニヤンマ

３．キンミズヒキ４．シシウド

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

吉
野
山
の
生
き
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

吉
野
山
の
生
き
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

上流

下流

特産品交流

（両生類）トノサマガエル
（昆虫）コカマキリ、オオカマキリ、アオバハゴロモ、ニイニイ
ゼミ、ミンミンゼミ、ダルマカメムシ、ツマグロオオヨコバイ、
カメムシの一種、ゴミムシの一種、コアオハナムグリ、オオセ
ンチコガネ、センチコガネ、キアゲハ（幼虫）、モンキアゲハ、
ゴイシシジミ、ベニシジミ、ムラサキシジミ、ダイミョウセセリ、
チャバネセセリ、ヒメウラナミジャノメ、ジャノメチョウの一種、
コミスジ、ツマグロヒョウモン、ミドリヒョウモン、メスグロヒョ
ウモン、キシタヤガ、アキアカネ、ナツアカネ、カの一種、ア
シナガバチ、クマバチ、オンブバッタ、セスジツユムシ、クビ
キリギス、ツユムシ、アオマツムシ、モリオカメコオロギ、ハ
ネナガイナゴ、ショウリョウバッタ、ヤマトフキバッタ、モリ
ヒシバッタ、アオスジアゲハ、
（クモ類）ジョロウグモ
（貝類）クチベニマイマイ
（植物）アカネ、カゼクサ、チヂミザサ、イラクサの一種、アオミズ、
ミヤコミズ、ミヤマウド、オオバコ、ヨシノアザミ、オナモミ、
センダングサ、コメナモミ、メナモミ、ツルボ、イヌコウジュ、
アキチョウジ、シシウド、イヌタデ、ミズヒキ、ツユクサ、ア
メリカイヌホオズキ、キンミズヒキ、ダイコンソウ、ヒガンバナ、
ヤマノイモ、イノコヅチ、イヌワラビ

当日観察できた生き物リスト

８．ショウリョウバッタ
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丹
生
川
上
神
社
上
社
の
拝
殿
横
に
杉
丸
太
で

作
っ
た
滑
り
台
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は 

“
修し
ゅ
ら羅
”
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
、
平
成
26
年
11
月

16
日
の
「
第
34
回　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大

会　

～
や
ま
と
～
」
の
歓
迎
・
放
流
行
事
に
用

い
ら
れ
た
も
の
で
す
。　

　

歓
迎
・
放
流
行
事
の
場
に
川
上
村
が
選
ば
れ

た
の
で
、
吉
野
林
業
と
川
上
村
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
、
辻
谷
達
雄
さ
ん
が
当
時
の
記
憶
を

頼
り
に
作
り
上
げ
ま
し
た
。

　

海
づ
く
り
大
会
で
は
、
こ
の
“
修し
ゅ
ら羅
”
の
上

を
ア
マ
ゴ
や
ア
ユ
が
大
滝
龍
神
湖
に
向
か
っ
て

滑
り
落
ち
て
行
き
ま
し
た
が
、
本
来
は
も
っ
と

巨
大
な
装
置
で
、
丸
太
を
山
か
ら
吉
野
川
に
滑

り
落
し
て
い
ま
し
た
。

　
『
吉
野
林
業
全
書
』（
１
８
９
８
年
）
に
も
紹

介
さ
れ
お
り
、“
木き
ん
ま馬
” （
ぽ
た
り
23
号
で
紹
介
）

よ
り
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
搬
出
方
法
で

す
。

　

明
治
18
年
（
１
８
８
５
年
）、
探
検
家
で
北

海
道
の
名
付
け
親
と
し
て
有
名
な
松ま
つ
う
ら浦

武
四
郎

（
１
８
１
８
～
１
８
８
８
年
）
は
大
台
ケ
原
探

検
に
赴
く
途
中
に
見
た
光
景
を
以
下
の
よ
う
に

書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　
「
大
滝
村
（
中
略
）
過
ぎ
て
杉
原
に
入
る
。

し
ば
し
に
て
下
の
川
端
に
て
ホ
ー
イ
と
呼
る
声

す
る
や
否
、
山
上
よ
り
カ
ラ
ゝ
ゝ
ゝ
と
数
十
の

雷
一
時
に
落
来
る
か
と
思
音
有
る
故
に
、
仰
向

て
見
上
れ
ば
遥
の
山
峰
よ
り
杉
丸
太
も
て
樋
筧

の
如
く
作
り
し
上
を
何
か
転
落
来
る
。
是
杉
丸

太
な
り
。
此
材
木
下
の
川
原
に
落
る
や
是
を
鳶

口
も
て
吉
野
川
に
流
し
置
。
ま

た
ホ
ー
イ
と
呼
な
り
。
其
声
を

合
図
に
上
よ
り
材
木
を
落
す
。

是
ま
た
カ
ラ
ゝ
ゝ
ゝ
と
落
来
る
。

佇
見
る
間
も
十
本
斗
も
下
げ
た

り
。
其
合
図
よ
く
手
練
せ
し
も

の
に
て
昔
し
よ
り
是
に

て
怪
我
な
せ
し
も
の
な

し
と
。（
後
略
）」（『
乙

酉
紀
行
』）

　
“
修し
ゅ
ら羅
”
は
仮
設
の

滑
り
台
で
あ
る
た
め
、

痕
跡
が
残
る
木き
ん
ま馬
道
と

は
違
っ
て
、
当
時
の
写

真
や
絵
画
、
実
際
に
目

に
し
た
人
の
記
憶
に
し

か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

興
味
あ
る
方
は
、
参
拝

と
と
も
に
ご
覧
く
だ
さ

い
。
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吉野川・紀の川流域の遺跡

吉
野
林
業
の
歴
史

吉
野
林
業
の
歴
史

�

修

羅
�

�

修

羅
�

そ
の
十
九
歴
史
担
当
の
成
瀬
匡
章
が
、
吉
野
川
・
紀
の
川
流
域
の
遺
跡
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

今
年
は
弘
法
大
師
が
高
野
山
を
開
い

て
１
２
０
０
年
の
記
念
の
年
だ
そ

う
だ
。
わ
し
が
住
ん
で
い
る
川
上

村
の
柏
木
に
も
、
弘
法
大
師
に
ま
つ
わ
る
話
が

あ
る
こ
と
を
み
な
さ
ん
は
ご
存
知
か
な
。
子
ど

も
の
時
分
に
母
か
ら
聞
い
た
話
だ
が
、そ
の
昔
、

弘
法
大
師
が
諸
国
を
説
法
し
て
い
る
時
に
柏
木

に
も
立
ち
寄
ら
れ
た
そ
う
で
、
喉
が
渇
い
た
弘

法
大
師
は
、
一
服
の
茶
を
所
望
し
た
そ
う
な
。

柏
木
の
人
は
、
快
く
お
茶
を
差
し
出
す
と
、
弘

法
大
師
は
、茶
の
お
礼
に
と
、「
こ
の
地
（
柏
木
）

で
と
れ
る
茶
は
、
他
の
集
落
の
茶
よ
り
美
味
し

い
茶
が
で
き
る
地
に
し
て
や
ろ
う
」
と
言
わ
れ

た
そ
う
な
。
そ
れ
以
来
、
柏
木
の
茶
は
、
他
よ

り
美
味
し
い
茶
が
と
れ
る
所
と
な
り
、
茶
摘
み

の
時
に
は
、「
一
枚
の
葉
も
落
と
し
て
は
あ
か

ん
。
お
大
師
さ
ん
に
罰
が
あ
た
る
で
な
」
と
、

母
に
よ
く
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
に
し
て

思
え
ば
、
柏
木
地
区
に
伝
わ
る
弘
法
大
師
の
水

伝
説
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
ん

が
、
要
す
る
に
、
一
枚
の
茶
葉
も
祖
末
に
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
、
先
人
の
教
え
だ
っ
た
と

思
う
。
そ
う
い
う
「
い
わ
れ
」
も
あ
る
が
、や
っ

ぱ
り
柏
木
の
茶
は
、
他
の
集
落
の
茶
よ
り
も
一

段
と
お
い
し
い
と
思
っ
て
る
。

茶
摘
み
の
話
は
、
ぽ
た
り

26
号
で
も
話
し
た
が
、

も
う
ち
ょ
っ
と
わ
が

家
の
茶
と
暮
ら
し
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
話
を
し
た
い
と
思
う
。
わ

が
家
で
は
生
活
必
需
品
の
一
つ
で

あ
る
お
茶
と
野
菜
は
、
他
か
ら
買

い
求
め
て
お
ら
ず
、
昔
か
ら
自
給

自
足
で
賄
っ
て
い
る
。
毎
年
５
月

下
旬
ご
ろ
よ
り
茶
摘
み
が
始
ま
る
。

昼
間
、
母
や
姉
が
摘
ん
だ
茶
葉

を
、
夜
、
甑
（
こ
し
き
）
で
蒸
し

て
、
手
で
揉
む
作
業
を
わ
し
が
担

当
し
て
い
た
。
今
は
鍋
で
煎
っ
て

手
揉
み
す
る
が
、
い
ず
れ
も
一
番

つ
ら
い
の
が
、
揉
ん
で
い
る
と
き

に
、
手
が
熱
い
こ
と
で
、
こ
れ
ば
っ

か
り
は
、
熱
い
う
ち
に
揉
ま
な
い

と
、
良
い
茶
が
で
き
な
い
。
今
で

も
、時
々
、手
を
水
に
つ
け
な
が
ら
、

揉
ん
で
い
る
。
若
い
頃
は
、
今
と

違
っ
て
、
揉
む
量
も
多
く
、
10
日

ほ
ど
か
か
っ
て
い
た
。
わ
し
が
結

婚
す
る
ま
で
は
テ
レ
ビ
も
自
動
車

も
な
い
時
代
で
、
夜
の
楽
し
み
と

い
え
ば
、
若
者
た
ち
が
集
っ
て
わ

い
わ
い
騒
ぐ
の
が
楽
し
み
だ
っ
た

が
、
茶
摘
み
の
間
だ
け
は
、
夜
遊

び
に
行
け
ん
で
、
残
念
や
っ
た
わ
。

そ
の
大
量
に
作
ら
れ
た
茶

は
、
三
度
、
三
度
の
食

事
の
一
つ
に
出
る
茶
が

ゆ
（
わ
し
ら
は
「
オ
カ
イ
」
と
い
う
）

で
使
う
。
わ
し
は
今
で
も
日
に
一
度

は
「
オ
カ
イ
」
を
食
べ
な
か
っ
た
ら
、

日
が
暮
れ
な
い
と
言
っ
た
ほ
ど
の
オ

カ
イ
通
で
あ
る
。
夏
の
暑
い
時
は
、

冷
た
い
「
オ

カ
イ
」
に

キ
ュ
ウ
リ

の
浅
漬
け

で
食
べ
た

ら
、
天
下
一

品
の
ご
馳

走
や
。せ

っ
か
く
や
か
ら
、
わ
が

家
の
オ
カ
イ
の
炊
き
方

を
伝
授
し
よ
う
。
①
ま

ず
最
初
に
鍋
に
水
を
入
れ
る
。
米

の
分
量
に
応
じ
た
水
加
減
が
大
事

や
。
だ
い
た
い
米
１
合
に
水
９
合
の

割
合
。
②
次
に
サ
ラ
シ
の
布
で
作
っ

た
茶
袋
に
番
茶
を
ひ
と
つ
か
み
入

れ
、
し
っ
か
り
袋
の
入
り
口
を
し
め

て
お
く
。
③
茶
袋
を
鍋
に
入
れ
て
、

強
火
に
か

け
る
。
湯

が
沸
騰
し

て
く
る
と
、

鍋
の
ふ
た

を
と
っ
て
、

10
分
間
ほ
ど
、

そ
の
ま
ま
炊
く

と
、
茶
が
よ
く

出
て
、
き
れ
い

な
茶
色
に
な
る
。

④
そ
こ
に
、
軽

く
洗
っ
た
米
を

入
れ
、
沸
騰
さ

せ
る
。
く
れ
ぐ
れ
も
１
回
ぐ
ら
い
す
す
ぐ
程
度

に
。
そ
れ
か
ら
気
を
つ
け
や
な
あ
か
ん
の
は
、

湯
が
吹
き
出
さ
な
い
よ
う
に
火
加
減
を
注
意
す

る
こ
と
や
。
時
々
は
、
お
玉
で
鍋
の
中
を
か
き

混
ぜ
、
だ
い
た
い
30
分
ほ
ど
す
る
と
、
米
粒
が

長
く
な
っ
て
く
る
の
を
見
計
ら
っ
て
火
を
落
と

す
。
こ
の
火
を
落
と
す
時
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
一

番
肝
心
や
。
炊
き
過
ぎ
る
と
オ
カ
イ
が
ド
ロ
ド

ロ
に
な
る
し
、
逆
に
炊
き
足
ら
ん
か
っ
た
ら
、

米
粒
が
固
く
て
食
べ
ら
れ
な
い
。
い
ろ
い
ろ
と

話
し
た
が
、
結
局
は
長
年
の
勘
が
も
の
を
言
う

に
尽
き
る
。
あ
と
、美
味
し
い「
オ
カ
イ
」に
は
、

や
っ
ぱ
り
使
う
水
と
茶
も
重
要
や
。
ほ
か
の
と

こ
ろ
で
も
「
オ
カ
イ
」
を
食
べ
る
機
会
も
あ
る

が
、
や
っ
ぱ
り
山
の
谷
の
水
と
わ
が
家
の
番

茶
で
つ
く
る

「
オ
カ
イ
」
が

一
番
や
な
ぁ
。

お
い
し
い
水

が
手
に
入
っ

た
ら
、
番
茶

も
用
意
し
て
、

ぜ
ひ
試
し
て

ほ
し
い
。

子どもたちに伝えたい「源流学」
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“修
しゅら

羅”を使った御放流の様子（川上村宮の平　平成 26年 11月 16日）

“修
しゅら

羅”と土場（川上村大滝付近？　昭和 8年以前）

“修
しゅら

羅”の絵（『吉野林業全書』　明治 31年　所収）

煎りたての熱々の茶葉をしっかり揉
むことでおいしいお茶になる

ぐらぐらに沸き立った湯の中に
茶袋を入れ、しっかり煮出す

茶袋を入れたまま、軽く１回洗っ
たお米を入れ、ぐつぐつ煮る

最後に細かい泡が沸き立ってきたら、
火をとめる

灰汁をしっかりとりながら、米粒
が長くなってきたらあと少し

※連載では、「聞き書き」でコミュニティライターの西久保智美が担当します。
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高点は 1780m（大普賢岳）もあり、高山に乏しい近畿地方では希少な亜高山性の種も分布しています。また、村内に分布
する古い地層、秩父帯には、石灰岩の地層が多く含まれますので、石灰岩地にのみ生育するような珍しい種も多く見られます。
　忘れてはいけないのが、人と自然の関係の豊かさです。川上村では、昔から山の恵みを最大限に活かし、自然と共存した
豊かな里地里山環境を維持してきました。そういった、環境が守ってきた種も川上村ではまだ見ることができます。
　ここでは、ほんの少しですが、川上村の貴重なコケ植物を紹介してみたいと思います。

４－１．亜高山性のコケ
　川上村には亜高山帯の針葉樹林を有するので、当然亜高山性のコケ植物が見つかります。セイタカスギゴケ（図１）は高
さ約 20cm に達し、日本で一番背の高いコケ植物です。近畿地方では兵庫県氷ノ山、和歌山県高野山の他には奈良県の亜高
山帯にしか見つかっていません。川上村では、約 500m の低標高で見つかっており、これは近畿地方においては特筆すべき
低標高での記録となっています。ほかに、フジノマンネングサ、イワダレゴケなどがあります。

４－２．南方系のコケ
　東南アジアなど亜熱帯に分布の中心を持ち、日本が分布北限となるようなグループで、川上村には枝からたれさがる懸垂
性のハイヒモゴケ科の仲間やコキジノオゴケなどの美しい種などが見つかります。三之公や神之谷で見つかったタマコモチ
イトゴケ（図２）は、種としても、このグループ（属）としても生育北限にあたります。かつ
て、大滝ダム水没前の丹生川上神社上社の石垣に旺盛に見つかっていたタチチョウチンゴケ（図
３）という超希少種もこのカテゴリーに入ります。残念ながら、たくさんは残っていませんが、
村内の神社の鎮守の森などにひっそりと残っています。
　沢沿いで見つかった隔離分布種、カシミールクマノゴケ（図４）は従来大台ケ原山麓で見つかっ
ていたのみでしたが、今回の調査で蜻蛉の滝など村内の意外と身近なところに生育しているこ
とがわかりました。

４－３．湿地のコケ
　川上村には、オオミズゴケ（図５）、ホソバミズゴケ、ホソベリミズゴケの 3 種のミズゴケ類
が見つかっています。このうち、ホソベリミズゴケは本邦唯一の南方系のミズゴケとして知ら
れています。
　川上村で見つかったオオミズゴケは水の滴る石灰岩岩壁の下で見つかったもので、生態的に
特筆されます。石灰岩は塩基（アルカリ）性なのですが、オオミズゴケは本来、酸性の貧栄養
湿地を好み、花崗岩質の地層でよく見つかるので、非常に興味深い例と言えます。

４－４．石灰岩地のコケ
　理由は省きますが、石灰岩地には分布の限られた種や生育南限、北限などになっている種が
多く見られます。川上村では、柏木周辺にまとまった石灰岩地が見られることから、セイナン
ヒラゴケ、ホソヒラゴケ、タチヒラゴケなどの希少種が多く見られます。今回の調査で見つかっ
たキブリハネゴケ（図６）は近畿地方のみならず、奈良県でもかなり分布の限られた種です。

４－５．人里のコケ
　珍しいものは人の手の入らないような深山幽谷に見つかるとイメージされる方が多いことだと思いますが、里地里山環境
に依存して生育している種もあります。下多古のミヤマハイゴケは、大規模な改修を受けずに地域の皆さんが代々守ってき
た摩耗した石垣という生育環境に依存しています。高原のカサゴケモドキ（図７）は、一部新聞報道にあったように、「定
期的な草刈り」という集落を守る活動によって背の低い草地が維持されたことに依存して生き残ってきました。

（参考文献）
Deguchi, H .(1984) Study on Theriotia kashmirensis (Diphysciaceae, Musci). Bull. Nat. Sci. Mus. series B. 10(3): 143-152. 
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１．レッドリストとレッドデータブック
　報道で、絶滅危惧種などを紹介されているのを聞いたことはありませんか。この絶滅危惧種は、
レッドリストの中の絶滅危険性のカテゴリーのことを指します。絶滅危険度の高い方から、絶
滅 ‐ 野生絶滅 ‐ 絶滅危惧 ‐ 準絶滅危惧と区分するのが一般的です。
　1966 年に国際自然保護連合（IUCN）が世界で初めて「絶滅の恐れのある野生生物種」のリ
ストを公表しました。このリストの表紙が赤かったことから、レッドリストと呼ばれるように
なりました。レッドデータブックとは、レッドリストに掲載された種のことが詳しく書かれた
本のことを指します。
　日本では、環境省が 1991 年に「脊椎動物」版レッドデータブックを出版したのを皮切りに、
2000 年に 2006 年に「昆虫類」を出版し、９巻を完成させ、その後改訂作業が進められています。

２．奈良県版レッドデータブック
　国内版が発行されて以降、地域性を反映した、都道府県版のレッドリストやレッドデータブッ
クが自然保護関連部局を中心に発行されるようになりました。全国では普通にいるものでも、
ある地域では、気候風土や人間生活の関わり方の違いなどによって、絶滅の危険性が高いもの
もいます。郷土の自然を守るためには地域性を考慮する必要があるので、当然の流れといえる
でしょう。
　奈良県では「大切にしたい奈良県の野生動植物～奈良県レッドデータブック」として、2006
年に脊椎動物編が、2008 年に昆虫・植物編が発行されました。残念ながら、47 都道府県の中で
最後の発行となりました。内容についても、近畿地方の他府県で取り扱われている、陸産貝類、
淡水生貝類、クモ類、蘚苔類（コケ植物）、菌類などが対象から外れたままでした。
　そこで、脊椎動物版発刊から 10 年の 2016 年に、改訂版の発行をめざし、現在調査・研究活
動が行われています。改訂版では、蘚苔類（コケ植物）、菌類が新たにリストに加えられること
となり、コケ植物は私と広島大学の出口博則博士（特任教授）と私が担当することとなり、文
献調査や現地調査を実施してきました。

３．奈良県のコケ植物
　これまでの調査の結果、奈良県には 779 種のコケ植物が記録されていることがわかりました。
これは、日本に生育するコケ植物の種数の約 46 パーセントにあたります。日本のコケのほぼ半
分は奈良県で見ることができるという計算になります。おとなりの大阪府では、536 種であり、極めて種数が多いことがわ
かります。
　この理由は、奈良盆地を代表する低地の平野部から近畿の屋根ともいわれる大峰山脈・大台山地の亜高山帯までを含む起
伏に富んだ自然環境を有することだと考えられます。特に亜高山帯の高山に乏しい近畿地方の他府県と比較すると、種数に
おいて明らかな優位性を持っています。

４．川上村のコケ植物相の特徴
　川上村では、低山地の渓谷沿いには、温暖・多雨の影響で亜熱帯性の種が多く生育しており、「吉野川源流‐水源地の森」
の渓谷部が代表しています。水源地の森ツアーに参加した人が、「屋久島みたい！」と、その景観に驚かれるのは、同じよ
うな種が分布していて、景観にも影響しているためです。さらに、大峰山脈・台高山地の峰々に囲まれていることから、最

　奈良県では、2016 年度に現在の奈良県版レッドデータブックの改訂版を出版予定です。その調査を通じて川
上村で見つかったコケ植物を少しだけ紹介し、川上村の自然の特性について紹介してみたいと思います。

川上村で見つかっためずらしいコケ植物
～奈良県レッドデータブックの調査から～～奈良県レッドデータブックの調査から～

木村全邦（森と水の源流館・奈良県レッドデータブック改訂植物分科会委員）

図１．セイタカスギゴケ
　　(Pogonatum japonicum)

図５．オオミズゴケ
　　(Sphagnum palustre)

図３．タチチョウチンゴケ
　　(Orthomnion dilatatum) 

図７．カサゴケモドキ
　　(Rhodobryum ontariense)

図２．タマコモチイトゴケ
　　 (Gammiella tonkinensis)

図６．キブリハネゴケ
　　(Pinnatella makinoi)

図４．カシミールクマノゴケ
　(Diphyscium kashmirense)
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高点は 1780m（大普賢岳）もあり、高山に乏しい近畿地方では希少な亜高山性の種も分布しています。また、村内に分布
する古い地層、秩父帯には、石灰岩の地層が多く含まれますので、石灰岩地にのみ生育するような珍しい種も多く見られます。
　忘れてはいけないのが、人と自然の関係の豊かさです。川上村では、昔から山の恵みを最大限に活かし、自然と共存した
豊かな里地里山環境を維持してきました。そういった、環境が守ってきた種も川上村ではまだ見ることができます。
　ここでは、ほんの少しですが、川上村の貴重なコケ植物を紹介してみたいと思います。

４－１．亜高山性のコケ
　川上村には亜高山帯の針葉樹林を有するので、当然亜高山性のコケ植物が見つかります。セイタカスギゴケ（図１）は高
さ約 20cm に達し、日本で一番背の高いコケ植物です。近畿地方では兵庫県氷ノ山、和歌山県高野山の他には奈良県の亜高
山帯にしか見つかっていません。川上村では、約 500m の低標高で見つかっており、これは近畿地方においては特筆すべき
低標高での記録となっています。ほかに、フジノマンネングサ、イワダレゴケなどがあります。

４－２．南方系のコケ
　東南アジアなど亜熱帯に分布の中心を持ち、日本が分布北限となるようなグループで、川上村には枝からたれさがる懸垂
性のハイヒモゴケ科の仲間やコキジノオゴケなどの美しい種などが見つかります。三之公や神之谷で見つかったタマコモチ
イトゴケ（図２）は、種としても、このグループ（属）としても生育北限にあたります。かつ
て、大滝ダム水没前の丹生川上神社上社の石垣に旺盛に見つかっていたタチチョウチンゴケ（図
３）という超希少種もこのカテゴリーに入ります。残念ながら、たくさんは残っていませんが、
村内の神社の鎮守の森などにひっそりと残っています。
　沢沿いで見つかった隔離分布種、カシミールクマノゴケ（図４）は従来大台ケ原山麓で見つかっ
ていたのみでしたが、今回の調査で蜻蛉の滝など村内の意外と身近なところに生育しているこ
とがわかりました。

４－３．湿地のコケ
　川上村には、オオミズゴケ（図５）、ホソバミズゴケ、ホソベリミズゴケの 3 種のミズゴケ類
が見つかっています。このうち、ホソベリミズゴケは本邦唯一の南方系のミズゴケとして知ら
れています。
　川上村で見つかったオオミズゴケは水の滴る石灰岩岩壁の下で見つかったもので、生態的に
特筆されます。石灰岩は塩基（アルカリ）性なのですが、オオミズゴケは本来、酸性の貧栄養
湿地を好み、花崗岩質の地層でよく見つかるので、非常に興味深い例と言えます。

４－４．石灰岩地のコケ
　理由は省きますが、石灰岩地には分布の限られた種や生育南限、北限などになっている種が
多く見られます。川上村では、柏木周辺にまとまった石灰岩地が見られることから、セイナン
ヒラゴケ、ホソヒラゴケ、タチヒラゴケなどの希少種が多く見られます。今回の調査で見つかっ
たキブリハネゴケ（図６）は近畿地方のみならず、奈良県でもかなり分布の限られた種です。

４－５．人里のコケ
　珍しいものは人の手の入らないような深山幽谷に見つかるとイメージされる方が多いことだと思いますが、里地里山環境
に依存して生育している種もあります。下多古のミヤマハイゴケは、大規模な改修を受けずに地域の皆さんが代々守ってき
た摩耗した石垣という生育環境に依存しています。高原のカサゴケモドキ（図７）は、一部新聞報道にあったように、「定
期的な草刈り」という集落を守る活動によって背の低い草地が維持されたことに依存して生き残ってきました。

（参考文献）
Deguchi, H .(1984) Study on Theriotia kashmirensis (Diphysciaceae, Musci). Bull. Nat. Sci. Mus. series B. 10(3): 143-152. 
  National Science Museum, Tokyo.
木村全邦・佐久間大輔（2008） 大阪府の蘚類－中島徳一郎蘚類コレクション－． 大阪市立自然史博物館，大阪．
木村全邦（2014） 奈良県新産のカサゴケモドキ． 蘚苔類研究 11(2): 45-46．
山本岳夫（2014） 貴重なコケ守った集落の暮らし． 産経新聞奈良版 10 月 16 日鹿角抄紙面．
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違
っ
て
、
当
時
の
写

真
や
絵
画
、
実
際
に
目

に
し
た
人
の
記
憶
に
し

か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

興
味
あ
る
方
は
、
参
拝

と
と
も
に
ご
覧
く
だ
さ

い
。

5

吉野川・紀の川流域の遺跡

吉
野
林
業
の
歴
史

吉
野
林
業
の
歴
史

�

修

羅
�

�

修

羅
�

そ
の
十
九
歴
史
担
当
の
成
瀬
匡
章
が
、
吉
野
川
・
紀
の
川
流
域
の
遺
跡
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

今
年
は
弘
法
大
師
が
高
野
山
を
開
い

て
１
２
０
０
年
の
記
念
の
年
だ
そ

う
だ
。
わ
し
が
住
ん
で
い
る
川
上

村
の
柏
木
に
も
、
弘
法
大
師
に
ま
つ
わ
る
話
が

あ
る
こ
と
を
み
な
さ
ん
は
ご
存
知
か
な
。
子
ど

も
の
時
分
に
母
か
ら
聞
い
た
話
だ
が
、そ
の
昔
、

弘
法
大
師
が
諸
国
を
説
法
し
て
い
る
時
に
柏
木

に
も
立
ち
寄
ら
れ
た
そ
う
で
、
喉
が
渇
い
た
弘

法
大
師
は
、
一
服
の
茶
を
所
望
し
た
そ
う
な
。

柏
木
の
人
は
、
快
く
お
茶
を
差
し
出
す
と
、
弘

法
大
師
は
、茶
の
お
礼
に
と
、「
こ
の
地
（
柏
木
）

で
と
れ
る
茶
は
、
他
の
集
落
の
茶
よ
り
美
味
し

い
茶
が
で
き
る
地
に
し
て
や
ろ
う
」
と
言
わ
れ

た
そ
う
な
。
そ
れ
以
来
、
柏
木
の
茶
は
、
他
よ

り
美
味
し
い
茶
が
と
れ
る
所
と
な
り
、
茶
摘
み

の
時
に
は
、「
一
枚
の
葉
も
落
と
し
て
は
あ
か

ん
。
お
大
師
さ
ん
に
罰
が
あ
た
る
で
な
」
と
、

母
に
よ
く
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
に
し
て

思
え
ば
、
柏
木
地
区
に
伝
わ
る
弘
法
大
師
の
水

伝
説
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
ん

が
、
要
す
る
に
、
一
枚
の
茶
葉
も
祖
末
に
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
、
先
人
の
教
え
だ
っ
た
と

思
う
。
そ
う
い
う
「
い
わ
れ
」
も
あ
る
が
、や
っ

ぱ
り
柏
木
の
茶
は
、
他
の
集
落
の
茶
よ
り
も
一

段
と
お
い
し
い
と
思
っ
て
る
。

茶
摘
み
の
話
は
、
ぽ
た
り

26
号
で
も
話
し
た
が
、

も
う
ち
ょ
っ
と
わ
が

家
の
茶
と
暮
ら
し
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
話
を
し
た
い
と
思
う
。
わ

が
家
で
は
生
活
必
需
品
の
一
つ
で

あ
る
お
茶
と
野
菜
は
、
他
か
ら
買

い
求
め
て
お
ら
ず
、
昔
か
ら
自
給

自
足
で
賄
っ
て
い
る
。
毎
年
５
月

下
旬
ご
ろ
よ
り
茶
摘
み
が
始
ま
る
。

昼
間
、
母
や
姉
が
摘
ん
だ
茶
葉

を
、
夜
、
甑
（
こ
し
き
）
で
蒸
し

て
、
手
で
揉
む
作
業
を
わ
し
が
担

当
し
て
い
た
。
今
は
鍋
で
煎
っ
て

手
揉
み
す
る
が
、
い
ず
れ
も
一
番

つ
ら
い
の
が
、
揉
ん
で
い
る
と
き

に
、
手
が
熱
い
こ
と
で
、
こ
れ
ば
っ

か
り
は
、
熱
い
う
ち
に
揉
ま
な
い

と
、
良
い
茶
が
で
き
な
い
。
今
で

も
、時
々
、手
を
水
に
つ
け
な
が
ら
、

揉
ん
で
い
る
。
若
い
頃
は
、
今
と

違
っ
て
、
揉
む
量
も
多
く
、
10
日

ほ
ど
か
か
っ
て
い
た
。
わ
し
が
結

婚
す
る
ま
で
は
テ
レ
ビ
も
自
動
車

も
な
い
時
代
で
、
夜
の
楽
し
み
と

い
え
ば
、
若
者
た
ち
が
集
っ
て
わ

い
わ
い
騒
ぐ
の
が
楽
し
み
だ
っ
た

が
、
茶
摘
み
の
間
だ
け
は
、
夜
遊

び
に
行
け
ん
で
、
残
念
や
っ
た
わ
。

そ
の
大
量
に
作
ら
れ
た
茶

は
、
三
度
、
三
度
の
食

事
の
一
つ
に
出
る
茶
が

ゆ
（
わ
し
ら
は
「
オ
カ
イ
」
と
い
う
）

で
使
う
。
わ
し
は
今
で
も
日
に
一
度

は
「
オ
カ
イ
」
を
食
べ
な
か
っ
た
ら
、

日
が
暮
れ
な
い
と
言
っ
た
ほ
ど
の
オ

カ
イ
通
で
あ
る
。
夏
の
暑
い
時
は
、

冷
た
い
「
オ

カ
イ
」
に

キ
ュ
ウ
リ

の
浅
漬
け

で
食
べ
た

ら
、
天
下
一

品
の
ご
馳

走
や
。せ

っ
か
く
や
か
ら
、
わ
が

家
の
オ
カ
イ
の
炊
き
方

を
伝
授
し
よ
う
。
①
ま

ず
最
初
に
鍋
に
水
を
入
れ
る
。
米

の
分
量
に
応
じ
た
水
加
減
が
大
事

や
。
だ
い
た
い
米
１
合
に
水
９
合
の

割
合
。
②
次
に
サ
ラ
シ
の
布
で
作
っ

た
茶
袋
に
番
茶
を
ひ
と
つ
か
み
入

れ
、
し
っ
か
り
袋
の
入
り
口
を
し
め

て
お
く
。
③
茶
袋
を
鍋
に
入
れ
て
、

強
火
に
か

け
る
。
湯

が
沸
騰
し

て
く
る
と
、

鍋
の
ふ
た

を
と
っ
て
、

10
分
間
ほ
ど
、

そ
の
ま
ま
炊
く

と
、
茶
が
よ
く

出
て
、
き
れ
い

な
茶
色
に
な
る
。

④
そ
こ
に
、
軽

く
洗
っ
た
米
を

入
れ
、
沸
騰
さ

せ
る
。
く
れ
ぐ
れ
も
１
回
ぐ
ら
い
す
す
ぐ
程
度

に
。
そ
れ
か
ら
気
を
つ
け
や
な
あ
か
ん
の
は
、

湯
が
吹
き
出
さ
な
い
よ
う
に
火
加
減
を
注
意
す

る
こ
と
や
。
時
々
は
、
お
玉
で
鍋
の
中
を
か
き

混
ぜ
、
だ
い
た
い
30
分
ほ
ど
す
る
と
、
米
粒
が

長
く
な
っ
て
く
る
の
を
見
計
ら
っ
て
火
を
落
と

す
。
こ
の
火
を
落
と
す
時
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
一

番
肝
心
や
。
炊
き
過
ぎ
る
と
オ
カ
イ
が
ド
ロ
ド

ロ
に
な
る
し
、
逆
に
炊
き
足
ら
ん
か
っ
た
ら
、

米
粒
が
固
く
て
食
べ
ら
れ
な
い
。
い
ろ
い
ろ
と

話
し
た
が
、
結
局
は
長
年
の
勘
が
も
の
を
言
う

に
尽
き
る
。
あ
と
、美
味
し
い「
オ
カ
イ
」に
は
、

や
っ
ぱ
り
使
う
水
と
茶
も
重
要
や
。
ほ
か
の
と

こ
ろ
で
も
「
オ
カ
イ
」
を
食
べ
る
機
会
も
あ
る

が
、
や
っ
ぱ
り
山
の
谷
の
水
と
わ
が
家
の
番

茶
で
つ
く
る

「
オ
カ
イ
」
が

一
番
や
な
ぁ
。

お
い
し
い
水

が
手
に
入
っ

た
ら
、
番
茶

も
用
意
し
て
、

ぜ
ひ
試
し
て

ほ
し
い
。

子どもたちに伝えたい「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan2

“修
しゅら

羅”を使った御放流の様子（川上村宮の平　平成 26年 11月 16日）

“修
しゅら

羅”と土場（川上村大滝付近？　昭和 8年以前）

“修
しゅら

羅”の絵（『吉野林業全書』　明治 31年　所収）

煎りたての熱々の茶葉をしっかり揉
むことでおいしいお茶になる

ぐらぐらに沸き立った湯の中に
茶袋を入れ、しっかり煮出す

茶袋を入れたまま、軽く１回洗っ
たお米を入れ、ぐつぐつ煮る

最後に細かい泡が沸き立ってきたら、
火をとめる

灰汁をしっかりとりながら、米粒
が長くなってきたらあと少し

※連載では、「聞き書き」でコミュニティライターの西久保智美が担当します。



す
。
こ
れ
ま
で
の
源
流
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
山

小
屋
で
の
宿
泊
講
座
な
ど
で
は
比
較
的
、
山
や

自
然
を
愛
す
る
環
境
意
識
の
高
い
方
々
が
対
象

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
り
視
線
を
低

く
、
裾
野
を
広
げ
、
し
か
も
水
源
池
の
村
の
課

題
に
マ
ッ
チ
し
た
内
容
で
、
駐
車
マ
ナ
ー
、
火

や
ゴ
ミ
の
始
末
や
、
キ
ャ
ン
プ
道
具
の
工
夫
な

ど
、 

観
光
と
環
境
の
向
上
に
寄
与
す
る
イ
ベ
ン

ト
と
な
る
よ
う
試
み
ま
す
。

既
卒
者
向
け
イ
ン
タ
ー
ン
受
け
入
れ

　

本
財
団
の
理
念
で
あ
る
、
流
域
を
は
じ
め
都

市
部
の
人
々
と
水
源
地
域
を
結
び
公
益
利
益
に

寄
与
す
る
た
め
に
は
「
結
ぶ
」
職
能
を
持
っ
た

人
材
が
不
可
欠
で
す
。
新
年
度
で
は
、 

自
ら
の

企
画
力
と
実
行
力
、
そ
し
て
問
題
解
決
能
力
を

用
い
て
、
テ
ー
マ
に
向
か
う
こ
と
を
め
ざ
す
人

と
と
も
に
、
こ
の
地
域
や
流
域
の
資
源
、
組
織

の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
活
用
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
年

度
末
ま
で
い
っ
し
ょ
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　

平
成
26
年
度
も
ま
も
な
く
終
了
し
ま
す
。「
第

５
回
全
国
源
流
サ
ミ
ッ
ト
」
や
「
第
34
回
全
国

豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
」
な
ど
に
か
か
わ
る
取

り
組
み
が
印
象
に
残
る
年
で
し
た
。
そ
し
て
ひ

と
息
つ
く
間
も
な
く
新
年
度
へ
と
突
入
し
ま

す
。前
年
度
の
大
き
な
催
し
の
成
功
を
通
じ
て
、

多
く
の
人
々
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
「
真

の
流
域
連
携
」「
森
か
ら
海
へ
の
つ
な
が
り
」

を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
か
が
、
次
年

度
の
肝
と
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
毎
年
定
番

と
な
っ
た
「
水
源
池
の
森
ツ
ア
ー
」
や
「
吉
野

川
紀
の
川
し
ら
べ
隊
」、「
源
流
の
つ
ど
い
」
な

ど
は
継
続
実
施
を
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
試
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
の
一
部
を
こ
こ
に
記
し
、
有
言
実
行
を 

め
ざ
し
ま
す
。

吉
野
川
紀
の
川
ス
タ
イ
ル

流
域
連
携
モ
デ
ル
構
築
の
た
め
の
協
働
調
査

　

源
流
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
提
言
の
あ
っ
た
流

域
間
で
の
モ
ノ
の
行
き
来
の
促
進
に
つ
い
て
、

少
し
基
盤
が
で
き
つ
つ
あ
る
、
ヒ
ト
の
行
き
来

を
い
か
し
、
共
通
の
課
題
、
固
有
の
課
題
を
相

談
し
な
が
ら
、
上
流
か
ら
下
流
、
下
流
か
ら
上

流
が
お
互
い
を
意
識
し
、
支
え
合
う
こ
と
で
成

公
益
財
団
法
人

　吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　忠
大

事
務
局
長

平
成 

　年
度
の
取
り
組
み
に
向
け
て

平
成 

　年
度
の
取
り
組
み
に
向
け
て

あ
ら
た
め
て
恊
働
型
事
業
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

あ
ら
た
め
て
恊
働
型
事
業
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

2727

1

り
立
つ
よ
う
な
特
産
品
交
流
の
し
く
み
を
構
築

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま 

す
。
ま
さ
に
「
流

域
圏
」
発
想
の
具
現
化
で
す
。
恒
例
の
「
源
流

ま
つ
り
」
も
み
ん
な
で
そ
の
よ
う
な
意
識
で
、

実
験
の
場
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

旧
白
屋
地
区
の
定
期
観
察
（
各
季
）

　

昨
年
度
か
ら
川
上
村
で
始
動
し
て
い
る
「
水

源
池
の
村　

未
来
へ
の
風
景
づ
く
り
」
は
、
企

業
や
団
体
の
協
賛
を
得
て
、
現
地
に
残
る
石
積

み
を
い
か
し
、
各
々
の
庭
園
づ
く
り
に
よ
っ

て
、
か
つ
て
の
人
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
さ
せ
る

景
観
を
再
生
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立
ち
上
げ
段
階
で
は
、
筆
者

も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
い
よ
い
よ
財
団
総

動
員
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
盛
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。「
し
ら

べ
隊
」
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
用
い
て
、
季
節
ご
と

に
、
植
物
や
昆
虫
の
観
察
を
行
い
、
フ
ィ
ー
ル

ド
の
変
化
を
参
画
団
体
へ
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

ま
た
こ
の
観
察
に
も
多
く
の
人
が
協
働
参
加
が

で
き
る
展
開
と
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
源
流
学
的
キ
ャ
ン
プ
講
座
」

 

ゴ
ミ
の
な
い
、
き
れ
い
な
河
川
環
境
は
水

源
池
の
村
の
宝
で
す
。
こ
れ
を
守
り
な
が
ら

自
然
と
親
し
み
、
楽
し
く
過
ご
す
キ
ャ
ン
プ

の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
く
講
座
で 

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　

２
０
１
４
年
９
月
21
日
（
日
）
13
時
30
分
～

16
時
30
分
で
近
鉄
吉
野
駅
か
ら
七
曲
り
の
坂
を

上
っ
て
、
吉
野
山
に
見
ら
れ
る
昆
虫
や
植
物
な

ど
い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
を
観
察
し
ま
し
た
。
環

境
省
近
畿
地
方
環
境
事
務
所
の
後
援
を
い
た
だ

き
、
当
日
は
尾
上
聖
子
さ
ん
（
奈
良
植
物
研
究

会
）、古
山
暁
さ
ん
（
和
歌
山
大
学
大
学
院
生
）、

杉
本
正
太
さ
ん
（
環
境
省
近
畿
地
方
環
境
事
務

所
吉
野
自
然
保
護
官
事
務
所
）を
講
師
に
迎
え
、

参
加
者
８
名
で
実
施
し
ま
し
た
。

　

古
山
さ
ん
か
ら
は
、
秋
の
虫
を
多
方
面
に
わ

た
っ
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
専
門

の
ト
ン
ボ
で
は
、
秋
に
な
る
と
平
野
部
で
も
た

く
さ
ん
見
ら
れ
る
ア
キ
ア
カ
ネ
と
ナ
ツ
ア
カ
ネ

の
見
分
け
方
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
尾
上
さ
ん
に
は
、
秋
の
野
草

と
、
特

に
秋
に

目
立
っ

て
く
る

「
ひ
っ
つ

き
虫
」

と
呼
ば

れ
る
植

物
に
つ

い
て
解

説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
日
観
察
し
た

「
ひ
っ
つ
き
虫
」
は
、
ア
カ
ネ
、
メ
ナ
モ
ミ
、

コ
メ
ナ
モ
ミ
、
キ
ン
ミ
ズ
ヒ
キ
、
ミ
ズ
ヒ
キ
、

イ
ノ
コ
ヅ
チ
、
チ
ヂ
ミ
ザ
サ
、
セ
ン
ダ
ン
グ

サ
、
ヌ
ス
ビ
ト
ハ
ギ
の
10
種
を
数
え
ま
し
た
。

　

七
曲
り
の
坂
は
、
普
通

に
歩
け
ば
20
分
ほ
ど
の
道

の
り
で
す
が
、
生
き
物
観

察
を
し
な
が
ら
登
る
と
、

２
時
間
半
も
か
か
り
ま
し

た
。
じ
っ
く
り
と
観
察
を

指
導
し
て
い
た
だ
い
た
、

講
師
の
皆
さ
ん
に
感
謝
し

ま
す
。

吉野川紀の川しらべ隊

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

今回掲載の取り組みについてご関心いただける方は詳細についてお問い合わせください

旧白屋地区「未来への風景づくり」現地

イメージ

キャンプ後、川原に残されたゴミ

１．七曲りの坂をのんびりと自然観察

２．ヒガンバナ

５．ツマグロヒョウモン

７．ナツアカネ（左）とアキアカネ（右）

９．華麗なアミさばきの古山先生10．ひっつき虫について説明する尾上先生

６．オニヤンマ

３．キンミズヒキ４．シシウド

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

吉
野
山
の
生
き
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

吉
野
山
の
生
き
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

上流

下流

特産品交流

（両生類）トノサマガエル
（昆虫）コカマキリ、オオカマキリ、アオバハゴロモ、ニイニイ
ゼミ、ミンミンゼミ、ダルマカメムシ、ツマグロオオヨコバイ、
カメムシの一種、ゴミムシの一種、コアオハナムグリ、オオセ
ンチコガネ、センチコガネ、キアゲハ（幼虫）、モンキアゲハ、
ゴイシシジミ、ベニシジミ、ムラサキシジミ、ダイミョウセセリ、
チャバネセセリ、ヒメウラナミジャノメ、ジャノメチョウの一種、
コミスジ、ツマグロヒョウモン、ミドリヒョウモン、メスグロヒョ
ウモン、キシタヤガ、アキアカネ、ナツアカネ、カの一種、ア
シナガバチ、クマバチ、オンブバッタ、セスジツユムシ、クビ
キリギス、ツユムシ、アオマツムシ、モリオカメコオロギ、ハ
ネナガイナゴ、ショウリョウバッタ、ヤマトフキバッタ、モリ
ヒシバッタ、アオスジアゲハ、
（クモ類）ジョロウグモ
（貝類）クチベニマイマイ
（植物）アカネ、カゼクサ、チヂミザサ、イラクサの一種、アオミズ、
ミヤコミズ、ミヤマウド、オオバコ、ヨシノアザミ、オナモミ、
センダングサ、コメナモミ、メナモミ、ツルボ、イヌコウジュ、
アキチョウジ、シシウド、イヌタデ、ミズヒキ、ツユクサ、ア
メリカイヌホオズキ、キンミズヒキ、ダイコンソウ、ヒガンバナ、
ヤマノイモ、イノコヅチ、イヌワラビ

当日観察できた生き物リスト

８．ショウリョウバッタ
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かけがえのない水を生む
源流の自然を愛し、源流を守り、育てる人です

集い、話し、遊び、学び、考え、触れ、交流し、
参加し、喜びを分かち合いながら、
源流を守り、育ててゆこうとする会です

郵便振替 00940-1-331163

個人
家族

2,000円
3,000円

学生
団体

1,000円
10,000円

水源地の森守募金
にご協力ください

もりもり

郵便振替 「水源地の森守募金」あて00950-2-331164

年会費

源流人
会とは

ともに源流学
を楽しみ学ぶ仲

間

を紹介ください

源流人
とは

ありがとうございました。
平成25年度、153,835円の森守募金をお預かりしました。
奈良県内すべてと、和歌山県内の紀の川流域市町村の小学

4年生全員に配布した教材印刷費や源流域での
斜面崩壊対策費用にあてさせていただきました。
今後ともご支援をよろしくお願いします。
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「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」。

　

２
０
１
５
年
３
月
で
歴
史
を
閉
じ
る
、
神
戸

夙
川
学
院
大
学
。
神
戸
の
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド

に
あ
る
、
観
光
文
化
学
部
だ
け
の
、
小
さ
な
大

学
で
す
。

　

こ
の
大
学
が
で
き
た
の
は
、
実
は
た
っ
た
の

8
年
前
。
私
は
そ
の
時
か
ら
、
こ
こ
の
教
員
を

務
め
て
き
ま
し
た
。
専
門
は
地
理
学
、
農
山
村

地
域
研
究
。
生
ま
れ
も
育
ち
も
岡
山
県
の
田
舎

で
す
。
田
舎
の
価
値
を
、
中
の
人
に
も
外
の
人

に
も
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
！　

そ

の
気
持
ち
が
原
点
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　

川
上
村
と
の
出
会
い
は
、
２
０
０
７
年
の
１

月
。
関
西
に
ほ
と
ん
ど
縁
の
な
か
っ
た
私
は
、

神
戸
で
就
職
す
る
な
ら
知
り
合
い
を
増
や
し
て

お
き
た
い
と
思
い
、
兵
庫
県
三
田
市
で
開
か
れ

た
環
境
教
育
の
集
ま
り
に
参
加
し
ま
し
た
。「
自

然
環
境
保
全
論
」
と
い
う
科
目
を
、
日
本
の
森

林
や
山
村
に
つ
い
て
体
験
を
通
じ
て
学
ぶ
形
に

し
た
い
！　

二
次
林
（
里
山
林
）
な
ら
神
戸
の

周
り
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
人
工
林
・
林
業

や
原
生
林
、
山
村
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
学
べ
る

と
こ
ろ
は
な
い
か
な
あ
・
・
・
。
そ
う
話
し
て

い
る
と
、
森
と
水
の
源
流
館
の
木
村
さ
ん
が
お

声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
川
上
村
が

え
え
で
。」

　

そ
う
し
て
毎
学
期
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ

た
、
１
泊
２
日
の
エ
コ
ツ
ア
ー
。
毎
回
少
し
ず

つ
内
容
は
異
な
り
ま
す
が
、
写
真
で
様
子
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

1
．
大
和
上
市
駅
に
集
合
し
、
源
流
館
経
由
で

三
之
公
に
あ
る
「
水
源
地
の
森
」
へ
。
森
の
見

方
を
学
び
ま
す
。

2
．
宿
泊
は
い
つ
も
朝
日
館
。
歴
史
の
詰
ま
っ

た
吉
野
建
て
の
建
築
、
き
れ
い
な
お
庭
、「
お

く
ど
さ
ん
」
で
作
ら
れ
た
自
家
製
ゆ
ず
羊
羹
や

ご
は
ん
、
薪
で
沸
か
す
お
風
呂
、
そ
し
て
な
に

よ
り
女
将
さ
ん
の
お
話
が
魅
力
で
す
。
学
生
が

雨
天
時
に
作
っ
た
ベ
ン
チ
も
、
街
道
沿
い
に
置

い
て
あ
り
ま
す
。

3
．
２
日
目
の
朝
は
、
た
い
て
い
柏
木
と
そ
の

周
辺
を
散
策
。
薪
割
り
を
し
た
り
、
後
南
朝
の

史
跡
を
訪
ね
た
り
。

4
．
こ
こ
３
年
は
毎
回
、
上こ
う
だ
に谷
へ
。
神
社
の
境

内
・
参
道
等
の
清
掃
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、

お
宅
に
お
邪
魔
し
た
り
、
薪
割
り
を
し
た
り
。

５
．
扮そ
ぎ
お尾

の
３
０
０
年
生
の
杉
林
や
源
流
館
を

見
学
し
帰
途
に
つ
き
ま
す
。

お
ま
け　

６
．
柏
木
の
浦
本
さ
ん
手
作
り
の
木
工
作
品
に

感
激
！

７
．学
生
が
腕
相
撲
な
ど
始
め
る
と
、達
っ
ち
ゃ

ん
は
黙
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
！

８
．
入
之
波
の
中
平
さ
ん
。

一
度
だ
け
、
狩
猟
の
こ
と

な
ど
を
拝
聴
し
た
の
で
す

が
、
方
言
と
ロ
ー
カ
ル
地

名
と
専
門
用
語
に
つ
い
て
い
く
の
は
困
難
を
極

め
・
・
・
。
川
上
村
は
奥
深

い
で
す
。
ま
た
の
機
会
に
！

　
な
お
、
4
月
か
ら
縁
あ
っ

て
奈
良
教
育
大
学
に
勤
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
川
上
村
の
皆
様
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

川
上
村
に
お
世
話
に
な
っ
た

神
戸
夙
川
学
院
大
学
の
８
年
間

川
上
村
に
お
世
話
に
な
っ
た

神
戸
夙
川
学
院
大
学
の
８
年
間

神
戸
夙
川
学
院
大
学

　

　
　
　准
教
授

　河 

本 

大 

地

神
戸
夙
川
学
院
大
学

　

　
　
　准
教
授

　河 

本 

大 

地


