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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
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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26年度、166,590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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５
月
６
日
「
吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊
～
和

歌
山
市
の
植
物
を
し
ら
べ
よ
う
」
を
実
施
し
ま

し
た
。

　

和
歌
山
市
は
吉
野
川
・
紀
の
川
の
最
下
流
に

位
置
す
る
街
で
す
。
川
上
村
と
の
違
い
を
意
識

し
な
が
ら
観
察
し
ま
し
た
。
講
師
に
尾
上
聖
子

さ
ん
（
奈
良
植
物
研
究
会
）、
ゲ
ス
ト
講
師
に

山
元
晃
さ
ん
（
紀
伊
風
土
記
の
丘
資
料
館
学
芸

員
）
を
招
き
実
施
し
ま
し
た
。

　

会
場
と
な
っ
た
紀
伊
風
土
記
の
丘
は
和
歌
山

市
郊
外
の
里
山
に
整
備
さ
れ
た
公
園
で
す
。
集

合
場
所
の
駐
車
場
で
最
初
に
目
に
つ
い
た
の

が
、
メ
リ
ケ
ン
ト
キ
ン
ソ
ウ
（
キ
ク
科
）。
南

ア
メ
リ
カ
原
産
の
外
来
種
で
、
種
子
に
鋭
い
ト

ゲ
が
あ
り
危
険
で
す
。
自
転
車
の
タ
イ
ヤ
も
貫

通
す
る
ほ
ど
で
す
。芝
生
な
ど
に
は
び
こ
る
と
、

は
だ
し
で
歩
い
た
り
、
手
を
つ
い
た
り
す
る
と

ケ
ガ
を
し
ま
す
。
奈
良
県
で
も
明
日
香
村
の
石

舞
台
周
辺
な
ど
で
す
で
に
見
つ
か
っ
て
い
る
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

そ
の
他
、
ア
メ
リ
カ
フ
ウ
ロ
、
ヒ
メ
ブ
タ
ナ
、

マ
メ
カ
ミ
ツ
レ
な
ど
多
く
の
外
来
種
が
目
立
ち

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
の

隣
に
、
在
来
の
カ
ン
サ
イ
タ
ン
ポ
ポ
が
見
つ
か

る
と
少
し
安
心
し
ま
し
た
。
ま
た
、
奈
良
県
の

特
定
希
少
野
生
動
植
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
カ

ツ
ラ
ギ
グ
ミ
が
園
内
に
植
栽
さ
れ
て
お
り
、
貴

重
な
観
察
の
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

わ
ず
か
な
時
間
で
し
た
が
、
お
二
人
に
ご
案

内
い
た
だ
い
た
お
か
け
で
、
90
種
の
植
物
を
観

察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

和
歌
山
市
の
植
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

和
歌
山
市
の
植
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

アメリカフウロカツラギグミ
（奈良県特定希少野生動植物）

セイヨウタンポポ

メリケントキンソウ

カンサイタンポポ

メリケントキンソウの種子
（鋭いトゲがある）

観察の合間に万葉植物を紹介し歌を詠む
山元晃さん



　

こ
の
と
き
、
こ
の
ご
縁
を
取
り
持
っ
て
い
た

だ
い
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
奈
良
21
世
紀

フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら
も
別
に
多
く
の
寄
付
を
賜
り

ま
し
た
。
古
野
先
生
に
よ
る
と
、
轆
轤
の
作
業

は
「
水
ひ
き
」
と
も
言
わ
れ
る
そ
う
で
す
。
陶

芸
は
水
と
土
と
炎
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
芸
術
。

日
頃
か
ら
水
の
重
さ
を
理
解
さ
れ
る
み
な
さ
ま

一
人
一
人
の
お
気
持
ち
の
重
さ
を
預
か
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
切
に
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
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み
な
さ
ん
は
こ
の
財
団
の
活
動
財
源
に
つ
い

て
関
心
は
あ
り
ま
す
か
？　

公
益
財
団
法
人
の

義
務
と
し
て
「
事
業
計
画
」
や
「
活
動
報
告

書
」
ま
た
い
わ
ゆ
る
決
算
に
関
す
る
計
算
書
な

ど
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
事
務
所
で
も
閲
覧
を

い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
今
回
の
お
話
は
、
財
源
の
一
部
と
な
り

ま
す
『
森
守
募
金
』
に
つ
い
て
で
す
。
本
財
団

の
「
寄
付
金
に
関
す
る
規
程
」
に
よ
っ
て
運
営

さ
れ
る
も
の
で
、
吉
野
川
紀
の
川
の
水
源
地
域

の
環
境
保
全
、
向
上
の
た
め
の
処
置
な
ら
び
に

啓
発
及
び
教
育
活
動
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

特
定
公
益
増
進
法
人
へ
の
寄
付
・
募
金
は
税

法
上
の
優
遇
措
置
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
当
財

団
は
奈
良
県
知
事
よ
り
「
公
益
財
団
法
人
」
と

し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
個
人
の

方
は
寄
付
金
と
し
て
所
得
控
除
（
所
得
税
法
78

条
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
法
人
の
方

は
通
常
の
一
般
寄
付
金
の
限
度
額
と
は
別
枠
で

の
損
金
算
入
と
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
法
人
税
法
37
条
４
項
）
も
ち
ろ
ん
、
ご

希
望
が
あ
れ
ば
領
収
証
の
発
行
も
い
た
し
ま

す
。

　

公
益
財
団
法
人

　吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　忠
大

事
務
局
長

『
森
守
募
金
』
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

『
森
守
募
金
』
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
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か
た
い
内
容
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

ま
で
み
な
さ
ん
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
『
森

守
募
金
』
の
主
な
使
い
途
に
つ
い
て
ご
報
告
し

ま
す
。

①
流
域
の
小
学
校
４
年
生
へ
教
材
の
配
布

（
毎
年
約
１
８
０
０
０
部
ず
つ
）

②
「
水
源
池
の
森
」
保
全
の
た
め
の

啓
発
看
板
の
設
置

③
源
流
域
の
斜
面
地
の
土
留
め
木
柵
の
設
置

④
川
上
村
風
景
再
生
事
業
立
上
げ
時
で
の

見
本
区
画
へ
の
植
樹

　

土
留
め
木
柵
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
年
々
の

強
い
雨
の
影
響
で
損
傷
を
受
け
た
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
い
ず
れ
も
水
源
環
境
の
向
上
に
役

立
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

　

ツ
ア
ー
や
学
習
会
な
ど
で
「
水
源
地
の
森
」

へ
立
入
り
の
際
の
参
加
費
に
含
め
て
徴
収
す
る

環
境
協
力
金
（
大
人
５
０
０
円
／
人
・
小
中
高

生
１
０
０
円
／
人
）
の
全
額
も
『
森
守
募
金
』

に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
吉
野
川
紀
の
川
の
貴

重
な
水
源
と
な
る
森
の
役
割
を
体
感
い
た
だ
い

た
う
え
で
、「
こ
れ
を
一
緒
に
守
っ
て
い
こ
う
」

と
い
う
お
気
持
ち
を
お
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
ま
た
森
に
入
ら
な
い
多
く
の
方
々

か
ら
も
尊
い
お
気
持
ち
を
寄
付
や
募
金
と
し
て

い
つ
も
預
か
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
下

の
新
聞
記
事
は
、陶
芸
作
家
の
古
野
幸
治
氏（
大

阪
工
芸
協
会
副
会
長
）が
主
宰
の
陶
芸
教
室「
土

工
房
轆
轤
（
ろ
く
ろ
）」
学
園
前
工
房
の
有
志

の
み
な
さ
ん
が
奈
良
市
美
術
館
で
の
作
品
展
で

行
っ
た
チ
ャ
リ
テ
ィ
販
売
で
の
収
益
約
31
万
円

を
募
金
と
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ

た
も
の
で
す
。
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源
流
学
の
森
づ
く
り
と
は
、
20
年
ほ
ど
前
に

伐
採
さ
れ
、
再
生
し
つ
つ
あ
る
天
然
林
を
立
派

な
源
流
の
森
に
戻
そ
う
と
い
う
取
り
組
み
で

す
。
山
小
屋
を
拠
点
に
、
除
伐
し
た
り
、
作
業

歩
道
を
補
修
し
た
り
、
土
留
め
や
獣
害
防
止
に

つ
い
て
考
え
た
り
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
み
ん

な
で
森
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　

森
づ
く
り
の
現
場
ま
で
は
、
車
を
停
め
て
か

ら
さ
ら
に
徒
歩
で
約
１
時
間
か
か
り
ま
す
。
伐

採
し
た
木
を
搬
出
す
る
た
め
の
作
業
道
だ
っ
た

と
こ
ろ
を
ず
っ
と
歩
く
の
で
す
が
、
年
々
崩
壊

が
ひ
ど
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
、
一
度
伐

採
さ
れ
て
し
ま
っ
た
森
が
な
か
な
か
元
通
り
に

は
戻
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま

す
。

　

今
回
は
、
源
流
人
会
会
員
さ
ん
９
名
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
作
業
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
初

め
て
の
参
加
と
い
う
方
も
２
名
お
ら
れ
ま
し

た
。
主
な
作
業
は
、
藪
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

の
木
を
除
伐
し
て
１
本
１
本
に
日
が
当
た
る
よ

う
に
し
た
り
、
伐
っ
た
木
を
適
当
な
長
さ
に
小

切
っ
て
積
ん
で
土
留
め
し
た
り
と
い
う
も
の
で

す
。
時
間
も
人
手
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
森

づ
く
り
の
作
業
の
進
捗
状
況
は
微
々
た
る
も
の

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
を
合
わ
せ
て

づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
き
な
成
果
で
し

た
。
ま
た
、
四
つ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
（
シ
ロ
ツ

メ
ク
サ
）
を
見
つ
け
た
参
加
者
の
子
ど
も
も
い

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
植
物
を
通
じ
て
自
然
と

の
つ
な
が
り
を
楽
し
む
の
も
大
切
な
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

し
っ
か
り
と
で
き
る
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。
最

後
に
森
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
少
し
明
る
く

な
っ
て
い
る
の
が
何
よ
り
も
嬉
し
い
結
果
で

す
。

　

森
と
関
わ
っ
た
り
、
森
を
手
入
れ
し
た
り
す

る
「
森
づ
く
り
」
と
い
う
活
動
が
あ
ち
ら
こ
ち

ら
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
森
づ
く

り
は
林
業
と
似
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
ほ
ど
構

え
て
考
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
話
で
聞
い

た
り
、
写
真
で
見
た
り
す
る
よ
り
も
、
実
際
に

や
っ
て
み
る
と
、
誰
に
で
も
で
き
る
作
業
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
成
果
も
大
切
で
す
が
、
人
が
森

と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
な
こ

と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

４
月
29
日
、
新
緑
ま
ぶ
し
い
中
で
、
講
師
の

尾
上
聖
子
先
生
（
奈
良
植
物
研
究
会
）
に
教
え

て
も
ら
い
な
が
ら
、
大
人
も
子
ど
も
も
ル
ー
ペ

片
手
に
じ
っ
く
り
と
植
物
を
観
察
し
ま
し
た
。

足
も
と
に
は
、
春
の
七
草
の
ひ
と
つ
、
ハ
ハ
コ

グ
サ
を
は
じ
め
、
ツ
ボ
ス
ミ
レ
、
ジ
ロ
ボ
ウ
エ

ン
ゴ
サ
ク
、
ム
ラ
サ
キ
ケ
マ
ン
な
ど
の
春
の
妖

精
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
お
花
が
ま
だ
咲
い
て
い

ま
し
た
。

　

残
念
な
発
見
も
あ
り
ま
し
た
。
特
定
外
来
生

物
の
ナ
ル
ト
サ
ワ
ギ
ク（
ア
フ
リ
カ
南
部
原
産
）

の
侵
入
で
す
。
ひ
と
ま
ず
抜
い
て
駆
除
し
て
お

き
ま
し
た
が
、
危
険
な
外
来
生
物
の
侵
攻
は
山

里
に
ま
で
じ
わ
じ
わ
広
が
っ
て
い
ま
す
。
定
期

的
な
観
察
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
変
化
に
気

吉野川紀の川しらべ隊

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

尾上先生に植物の名前や特徴を教えてもらいました

ジロボウエンゴサク

奈良新聞（５月３日）に掲載されました

チゴユリ駆除したナルトサワギク四つ葉のクローバーを見つけて大満足！

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

川
上
村
の
植
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

川
上
村
の
植
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

   

月    

日
（
土
）

2

5

①

②

③

（平成 27年 5月 9日毎日新聞）

森守募金は森と水の源流館・
郵便振替口座にて受付けています。
郵便振替口座　00950-2-331164
「水源地の森守募金」あて
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み
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は
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の
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の
活
動
財
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に
つ
い

て
関
心
は
あ
り
ま
す
か
？　

公
益
財
団
法
人
の

義
務
と
し
て
「
事
業
計
画
」
や
「
活
動
報
告

書
」
ま
た
い
わ
ゆ
る
決
算
に
関
す
る
計
算
書
な

ど
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
事
務
所
で
も
閲
覧
を

い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
今
回
の
お
話
は
、
財
源
の
一
部
と
な
り

ま
す
『
森
守
募
金
』
に
つ
い
て
で
す
。
本
財
団

の
「
寄
付
金
に
関
す
る
規
程
」
に
よ
っ
て
運
営

さ
れ
る
も
の
で
、
吉
野
川
紀
の
川
の
水
源
地
域

の
環
境
保
全
、
向
上
の
た
め
の
処
置
な
ら
び
に

啓
発
及
び
教
育
活
動
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

特
定
公
益
増
進
法
人
へ
の
寄
付
・
募
金
は
税

法
上
の
優
遇
措
置
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
当
財

団
は
奈
良
県
知
事
よ
り
「
公
益
財
団
法
人
」
と

し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
個
人
の

方
は
寄
付
金
と
し
て
所
得
控
除
（
所
得
税
法
78

条
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
法
人
の
方

は
通
常
の
一
般
寄
付
金
の
限
度
額
と
は
別
枠
で

の
損
金
算
入
と
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
法
人
税
法
37
条
４
項
）
も
ち
ろ
ん
、
ご

希
望
が
あ
れ
ば
領
収
証
の
発
行
も
い
た
し
ま

す
。

　

公
益
財
団
法
人

　吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　忠
大

事
務
局
長

『
森
守
募
金
』
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

『
森
守
募
金
』
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

1

　

か
た
い
内
容
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

ま
で
み
な
さ
ん
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
『
森

守
募
金
』
の
主
な
使
い
途
に
つ
い
て
ご
報
告
し

ま
す
。

①
流
域
の
小
学
校
４
年
生
へ
教
材
の
配
布

（
毎
年
約
１
８
０
０
０
部
ず
つ
）

②
「
水
源
池
の
森
」
保
全
の
た
め
の

啓
発
看
板
の
設
置

③
源
流
域
の
斜
面
地
の
土
留
め
木
柵
の
設
置

④
川
上
村
風
景
再
生
事
業
立
上
げ
時
で
の

見
本
区
画
へ
の
植
樹

　

土
留
め
木
柵
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
年
々
の

強
い
雨
の
影
響
で
損
傷
を
受
け
た
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
い
ず
れ
も
水
源
環
境
の
向
上
に
役

立
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

　

ツ
ア
ー
や
学
習
会
な
ど
で
「
水
源
地
の
森
」

へ
立
入
り
の
際
の
参
加
費
に
含
め
て
徴
収
す
る

環
境
協
力
金
（
大
人
５
０
０
円
／
人
・
小
中
高

生
１
０
０
円
／
人
）
の
全
額
も
『
森
守
募
金
』

に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
吉
野
川
紀
の
川
の
貴

重
な
水
源
と
な
る
森
の
役
割
を
体
感
い
た
だ
い

た
う
え
で
、「
こ
れ
を
一
緒
に
守
っ
て
い
こ
う
」

と
い
う
お
気
持
ち
を
お
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
ま
た
森
に
入
ら
な
い
多
く
の
方
々

か
ら
も
尊
い
お
気
持
ち
を
寄
付
や
募
金
と
し
て

い
つ
も
預
か
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
下

の
新
聞
記
事
は
、陶
芸
作
家
の
古
野
幸
治
氏（
大

阪
工
芸
協
会
副
会
長
）が
主
宰
の
陶
芸
教
室「
土

工
房
轆
轤
（
ろ
く
ろ
）」
学
園
前
工
房
の
有
志

の
み
な
さ
ん
が
奈
良
市
美
術
館
で
の
作
品
展
で

行
っ
た
チ
ャ
リ
テ
ィ
販
売
で
の
収
益
約
31
万
円

を
募
金
と
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ

た
も
の
で
す
。
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源
流
学
の
森
づ
く
り
と
は
、
20
年
ほ
ど
前
に

伐
採
さ
れ
、
再
生
し
つ
つ
あ
る
天
然
林
を
立
派

な
源
流
の
森
に
戻
そ
う
と
い
う
取
り
組
み
で

す
。
山
小
屋
を
拠
点
に
、
除
伐
し
た
り
、
作
業

歩
道
を
補
修
し
た
り
、
土
留
め
や
獣
害
防
止
に

つ
い
て
考
え
た
り
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
み
ん

な
で
森
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　

森
づ
く
り
の
現
場
ま
で
は
、
車
を
停
め
て
か

ら
さ
ら
に
徒
歩
で
約
１
時
間
か
か
り
ま
す
。
伐

採
し
た
木
を
搬
出
す
る
た
め
の
作
業
道
だ
っ
た

と
こ
ろ
を
ず
っ
と
歩
く
の
で
す
が
、
年
々
崩
壊

が
ひ
ど
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
、
一
度
伐

採
さ
れ
て
し
ま
っ
た
森
が
な
か
な
か
元
通
り
に

は
戻
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま

す
。

　

今
回
は
、
源
流
人
会
会
員
さ
ん
９
名
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
作
業
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
初

め
て
の
参
加
と
い
う
方
も
２
名
お
ら
れ
ま
し

た
。
主
な
作
業
は
、
藪
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

の
木
を
除
伐
し
て
１
本
１
本
に
日
が
当
た
る
よ

う
に
し
た
り
、
伐
っ
た
木
を
適
当
な
長
さ
に
小

切
っ
て
積
ん
で
土
留
め
し
た
り
と
い
う
も
の
で

す
。
時
間
も
人
手
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
森

づ
く
り
の
作
業
の
進
捗
状
況
は
微
々
た
る
も
の

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
を
合
わ
せ
て

づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
き
な
成
果
で
し

た
。
ま
た
、
四
つ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
（
シ
ロ
ツ

メ
ク
サ
）
を
見
つ
け
た
参
加
者
の
子
ど
も
も
い

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
植
物
を
通
じ
て
自
然
と

の
つ
な
が
り
を
楽
し
む
の
も
大
切
な
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

し
っ
か
り
と
で
き
る
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。
最

後
に
森
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
少
し
明
る
く

な
っ
て
い
る
の
が
何
よ
り
も
嬉
し
い
結
果
で

す
。

　

森
と
関
わ
っ
た
り
、
森
を
手
入
れ
し
た
り
す

る
「
森
づ
く
り
」
と
い
う
活
動
が
あ
ち
ら
こ
ち

ら
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
森
づ
く

り
は
林
業
と
似
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
ほ
ど
構

え
て
考
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
話
で
聞
い

た
り
、
写
真
で
見
た
り
す
る
よ
り
も
、
実
際
に

や
っ
て
み
る
と
、
誰
に
で
も
で
き
る
作
業
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
成
果
も
大
切
で
す
が
、
人
が
森

と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
な
こ

と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

４
月
29
日
、
新
緑
ま
ぶ
し
い
中
で
、
講
師
の

尾
上
聖
子
先
生
（
奈
良
植
物
研
究
会
）
に
教
え

て
も
ら
い
な
が
ら
、
大
人
も
子
ど
も
も
ル
ー
ペ

片
手
に
じ
っ
く
り
と
植
物
を
観
察
し
ま
し
た
。

足
も
と
に
は
、
春
の
七
草
の
ひ
と
つ
、
ハ
ハ
コ

グ
サ
を
は
じ
め
、
ツ
ボ
ス
ミ
レ
、
ジ
ロ
ボ
ウ
エ

ン
ゴ
サ
ク
、
ム
ラ
サ
キ
ケ
マ
ン
な
ど
の
春
の
妖

精
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
お
花
が
ま
だ
咲
い
て
い

ま
し
た
。

　

残
念
な
発
見
も
あ
り
ま
し
た
。
特
定
外
来
生

物
の
ナ
ル
ト
サ
ワ
ギ
ク（
ア
フ
リ
カ
南
部
原
産
）

の
侵
入
で
す
。
ひ
と
ま
ず
抜
い
て
駆
除
し
て
お

き
ま
し
た
が
、
危
険
な
外
来
生
物
の
侵
攻
は
山

里
に
ま
で
じ
わ
じ
わ
広
が
っ
て
い
ま
す
。
定
期

的
な
観
察
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
変
化
に
気

吉野川紀の川しらべ隊
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尾上先生に植物の名前や特徴を教えてもらいました

ジロボウエンゴサク

奈良新聞（５月３日）に掲載されました

チゴユリ駆除したナルトサワギク四つ葉のクローバーを見つけて大満足！

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

川
上
村
の
植
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

川
上
村
の
植
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

   

月    

日
（
土
）

2

5

①

②

③

（平成 27年 5月 9日毎日新聞）

森守募金は森と水の源流館・
郵便振替口座にて受付けています。
郵便振替口座　00950-2-331164
「水源地の森守募金」あて



達ちゃんが語る達ちゃんが語る

子どもたちに伝えたい子どもたちに伝えたい
⑧子の成長願う
「ちまきづくり」「源流学」「源流学」
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２
０
１
５
年
７
月
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に

か
け
て
の
日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
23
施
設
が

「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産
」
と
し
て
世
界

文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
以
外
に
も
日
本
の
近
代
化
を
支
え
た

工
場
・
鉱
山
・
鉄
道
な
ど
の
な
か
で
特
に
価
値

が
高
い
も
の
は
、
近
代
化
遺
産
（
文
化
庁
）・

近
代
化
産
業
遺
産
（
経
済
産
業
省
）・
機
械
遺

産
（
日
本
機
械
学
会
）
と
し
て
保
護
の
対
象
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
吉
野
山
と
そ
の
周
辺

に
も
い
く
つ
か
の
近
代
化
遺
産
が
存
在
し
て
い

ま
す
。

　

吉
野
山
へ
と
向
か
う
観
桜
客
で
賑
わ
う
近
鉄

吉
野
駅
の
正
面
、
リ
ベ
ッ
ト
が
目
立
つ
古
風
な

鉄
塔
を
伝
い
、
ひ
し
形
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
が

登
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
吉
野
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
も
機
械
遺
産
の
一
つ
で
す
。

　

戦
前
、
国
内
旅
行
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
ろ
、

各
地
に
観
光
を
主
目
的
と
し
た
軽
便
鉄
道
・

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
・
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
次
々
と
建

設
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
吉
野
山
に
も
吉
野
鉄

道
（
近
鉄
吉
野
線
の
前
身
）
が
現
在
の
吉
野
駅

ま
で
延
長
さ
れ
る
の
に
合
わ
せ
て
、
昭
和
４
年

（
１
９
２
９
年
）
に
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
が
作
ら
れ

ま
し
た
。
当
初
は
大
峯
山
洞
辻
茶
屋
ま
で
延
長

さ
せ
る
計
画
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
戦
時
中
に
不
要
不
急
と
判
断
さ
れ

た
観
光
用
の
軽
便
鉄
道
・
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
・
ケ
ー

ブ
ル
カ
ー
な
ど
は
次
々
と
撤
去
さ
れ
て
い
き
ま

し
た
が
、
吉
野
山
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
は
生
き
残

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
現
存
す
る
日
本
最
古

の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
あ
り
、
適
切
な
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
に
よ
っ
て
鉄
塔
な
ど
が
開
業
当
初
の
ま
ま

現
役
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
、

平
成
24
年
（
２
０
１
２
年
）
に
日
本
機
械
学
会

に
よ
り
機
械
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
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吉野川・紀の川流域の遺跡

吉
野
山
ロ
�
プ
ウ
�
イ

吉
野
山
ロ
�
プ
ウ
�
イ

そ
の
二
〇
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

毎
年
５
月
の
末
か
ら
６
月
に
入
る

と
、
わ
が
家
で
は
、
ち
ま
き
作
り

が
始
ま
る
。
昔
は
、
ど
の
家
で
も

作
っ
て
い
た
が
、
今
は
集
落
で
も
数
軒
し
か
作

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ち
ま
き
作
り
も
、

地
域
に
よ
っ
て
違
う
よ
う
で
、
笹
の
葉
で
巻
く

所
も
あ
れ
ば
、
ワ
ラ
で
巻
く
所
、
チ
ガ
ヤ
で
巻

く
所
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
み
た
い
だ
が
、
わ
が
家

で
は
昔
か
ら
川
原
で
生
え
て
い
る
ア
セ
と
い
う

植
物
で
巻
い
て
い
る
。
ア
セ
は
一
見
す
る
と
、

ス
ス
キ
（
カ
ヤ
）
と
似
て
い
る
。
ア
セ
を
採
っ

て
い
た
川
原
は
、
す
で
に
ダ
ム
の
底
に
沈
ん
で

し
ま
い
、
こ
こ
十
数
年
は
、
近
隣
の
川
原
へ
採

り
に
行
っ
て
い
る
。

で
は
、
ち
ま
き
の
作
り
方
を
説
明
し

よ
う
。
材
料
は
、
米
の
粉
が
１
升

５
合
（
う
ち
、
も
ち
米
は
３
合
）、

熱
湯
７
合
、
塩
大
さ
じ
１
。
甘
く
な
い
、
昔
な

が
ら
の
ち
ま
き
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
米
の

粉
を
混
ぜ
る
の
に
熱
湯
を
使
う
こ
と
。
ぬ
る
ま

湯
や
水
だ
と
、
ち
ま
き
を
食
べ
る
と
き
、
口
の

中
に
ひ
っ
つ
い
て
、
食
べ
に
く
い
。
あ
と
、
水

の
加
減
も
、
柔
ら
か
す
ぎ
る
と
、
ア
セ
の
葉
っ

ぱ
に
く
っ
つ
く
か
ら
、
水
の
分
量
に
は
気
を
つ

け
て
ほ
し
い
。

ま
ず
米
の
粉
と
塩
を
ボ
ウ
ル
に
入

れ
、
し
ゃ
も
じ
を
使
っ
て
、
熱
湯

を
入
れ
な
が
ら
混
ぜ
て
い
く
。
熱

湯
を
入
れ
終
え
た
後
、
手
で
全
体
を
混
ぜ
合
わ

せ
、
手
の
ひ
ら
に
載
せ
た
も
の
を
、
ぎ
ゅ
っ
と

固
め
、
あ
る
程
度
の
塊
を
作
っ
て
、
蒸
し
器
に

入
れ
る
。
最
後
に
残
っ
た
粉
み
た
い
な
の
も
、

そ
の
ま
ま
蒸
し
器
の
中
に
入
れ
て
、

10
分
ほ
ど
蒸
す
。
蒸
し
た
も
の
を
、

わ
が
家
で
は
、
餅
つ
き
機
に
入
れ

て
、よ
く
練
る
。こ
れ
は
、お
か
ち
ゃ

ん
（
嫁
）
の
ア
イ
デ
ア
で
、
昔
は

手
で
練
っ
て
た
け
れ
ど
、
も
ち
つ

き
機
を
使
う
と
、
も
ち
の
よ
う
な

や
わ
ら
か
い
食
感
に
な
る
。
も
ち

つ
き
機
が
な
い
場
合
は
、
し
っ
か

り
練
っ
た
ら
、
お
い
し
い
ち
ま
き

に
な
る
。ち

ぎ
っ
た
も
の
を
手
の
ひ

ら
に
載
せ
、
拝
む
よ
う

に
手
を
す
り
合
わ
せ
る

と
、
二
等
辺
三
角
形
の
よ
う
な
も

の
が
で
き
る
。
こ
れ
は
端
午
の
節

句
に
ち
な
ん
で
、
男
の
シ
ン
ボ
ル

を
形
づ
け
て
い
る
。
今
で
は
、
端

午
の
節
句
は
、
５
月
５
日
の
子
ど

も
の
日
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

で
は
、
ア
セ
が
成
長
し
な
い
こ
と

か
ら
、
田
舎
の
節
句
は
、
ア
セ
が

成
長
す
る
旧
暦
の
５
月
５
日
に
す

る
。巻

く
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
お

か
ち
ゃ
ん
の
仕
事
で
、

わ
し
で
も
難
し
い
。
ま

ず
１
枚
の
ア
セ
の
葉
で
ち
ま
き
を

巻
き
、
４
、５
枚
の
葉
が
あ
る
ア
セ

を
使
っ
て
、
巻
い
て
い
く
。
詳
し

く
は
写
真
を
見
て
も
ら
っ
た
ら
と

思
う
。

ち
ま
き
は
も
と
も
と
、
保
存

食
と
し
て
作
ら
れ
て
い

た
。
自
分
が
子
ど
も
の
頃

に
は
、
わ
が
家
で
も
部
屋
の
隅
の
長

押
に
竿
を
渡
し
て
、
ち
ま
き
を
吊
る

し
て
い
た
。
ア
セ
が
乾
燥
し
て
く
る

と
、
時
々
、
頭
の
上
に
落
ち
て
き
て

痛
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ

を
焼
い
て
、
砂
糖
醤
油
で
食
べ
た
時

の
味
は
な
つ
か
し
い
。
今
で
は
、
文

明
の
力
に
頼
っ
て
冷
凍
庫
で
保
存
し

て
い
る
お
か
げ
で
、
正
月
に
で
も
食

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ま
き
づ
く

り
は
、
手
間
も
暇
も
か
か
る
。
で
も

そ
れ
以
上
に
、
子
ど
も
の
成
長
を
願

う
母
親
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
食
べ
物

で
も
あ
る
。

子どもたちに伝えたい「源流学」
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開業当時の絵葉書（遠くに完成したばかりの吉野駅が見えます）

絵葉書の畳紙
（ロープウエイを建設した安全索道株式会社発行）

開業当時の客車を写した絵葉書（ひし形の形状は現在も同じです）

①米の粉と塩、熱湯を混ぜたものを手のひらに取り、空気を向くように押
　し固め、蒸し器に入れる
②残った粉は蒸し器の中に一緒に入れる
③ちまきの大きさはピンポン玉より大きいぐらい
④手のひらを合わせ拝むようにして、すり合せるのがコツ
⑤アセの葉１枚の上にちまきを置き、くるっと巻く
⑥４〜５枚の葉のうち、まず左端の２枚に⑤のちまきを載せ、右側の葉で
　生地が見えないように包む
⑦先端部分の裏側に人差し指を入れ、右側にくるっとねじった後、折り込
　むようにして、頭の部分を直線にする。熟練の技が必要
⑧シュロで巻いて完成したちまきを５本１組で束ねる。食べる前にお湯で
　ゆでると、アセの匂いがちまきについて美味しい

※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。

③

①②

⑤

⑦

④

⑥⑧

　

吉
野
山
に
来
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、
桜
や
蔵
王
堂
だ
け
で
な
く
、
吉
野

山
を
訪
れ
る
人
の
足
と
し
て
働
き
続
け

て
い
る
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
に
も
目
を
向
け

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。



河原に脱ぎ捨てられた物

mori-to-mizu-no-genryu-kan

3

　さて、これらの抜け殻、河原にあると言いましたが、いったいどこにあるのでしょうか？サナエトンボの仲間は直立型の
羽化を行うので、水面からさほど離れていない平坦な砂地や石の上で羽化をします。（写真３）こういった大きな岩には多
数の抜け殻が付いており、さながら化石探しみたいな感じがします。近づいてみると（写真４）オナガサナエの抜け殻がこ
んなところに付いています。また別の岩には（写真５）こんな感じでコオニヤンマの抜け殻が付いていました。別の岸際の
石の上ではミヤマサナエが…あれ？コイツ動くぞ !?（写真６）ミヤマサナエは午前中に羽化を行うので、どうやらそのタイ
ミングに遭遇したようです。羽化の写真を撮ろうと思いましたが、少し目を離した隙に逃げられてしまい（ひょっとしたら
捕食されたかもしれない）、羽化を見る事ができませんでした。

　後半、やや採集記のようになってしまいましたが、なぜ今回抜け殻のお話をしたのかと言いますと、トンボの抜け殻があ
るということは、抜け殻が見つかった河川や溜池で、１）その種が確実に生息している証拠になるということ、２）抜け殻
の数を数えることにより、その場所の優占種が容易にわかるということ、３）抜け殻は逃げないので、見つけたらその場で
じっくりと観察できるということを伝えたかったからです。たとえば、オナガサナエは背中に突起がいっぱいついているだ
とか、コオニヤンマは葉っぱみたいな形をしているだとか、種類によっては羽化する場所や高さが違うだとか、色々な発見
ができると思います。
　これから川に入って遊ぶ機会が増える時期になりますが、川に入る前にちょっと足元を気にしていただけたら嬉しく思い
ます。

　

第 21回　源流の主役たち

mori-to-mizu-no-genryu-kan4

　子どもの頃、よく服を脱ぎ散らかして親に怒られた記憶があります。ですが、怒られたところで全く反省をしなかったた
めに、私は今でも片付けが苦手です。そんな私を余所目に、トンボ達が河原で子どもの頃の服を脱ぎ散らかし、続々と大空
へ旅立って行っています。
　山地の河川では、４月の末頃、中奥川でダビドサナエ（写真１）が盛んに羽化をし、岸辺のそこらかしこに抜け殻が付い
ていました。また、５月の初旬に訪れた蜻蛉の滝では、かろうじて１個体だけダビドサナエの抜け殻を見つける事ができま
した。これらの場所では、コヤマトンボやミヤマカワトンボ、オニヤンマやコオニヤンマ、ミルンヤンマが夏場に確認でき
るので、もう一度抜け殻を探しに行こうと思っています。北股川や三ノ公川には今年は抜け殻を探しに行っていないので、
残念ながら何も情報がない状態ですが、ミヤマカワトンボやタカネトンボ、ミルンヤンマの成虫が７月頃に確認できるので、
梅雨が明けたら時間を作って探しに行こうと思っています。
　平野の河川では６月の中旬頃、吉野川の河川敷で色々な種類の抜け殻を見つけることが出来ます。（写真２）実は、写真
を撮影している時に気付いたのですが、オナガサナエのつもりで持って帰ってきた抜け殻の中に、奈良県では希少種に選定
されているアオサナエの抜け殻が紛れ込んでいました。去年は確認できていたのに、今年は見つけられなかった…と悔やん
でいた矢先の出来事で、少し安心しましたが、そもそも現地でちゃんと見分けてこいよと、自分の力量不足を痛感しました。
なお、この地点では抜け殻は見つけられませんでしたが、シオカラトンボ・ギンヤンマ・アオハダトンボの成虫が確認され
ています。また、河原にはコニワハンミョウやアイヌテントウ、カワラバッタといった昆虫が元気よく走り回っていました。
抜け殻を残して飛んで行ったトンボたちも夏になれば河川に帰ってきて、これらの昆虫と仲良く河原をにぎわせてくれるこ
とだと思います。

写真：１　ダビドサナエ♀羽化直後

写真：３　羽化場所遠景

写真：５　コオニヤンマ写真：２　見つけた抜け殻
　　　　上段左から：コヤマトンボ・コオニヤンマ
　　　　下段左から：オナガサナエ・ミヤマサナエ・アオサナエ・
　　　　　　　　　　オジロサナエ

写真：４　オナガサナエ

写真：６　ミヤマサナエ羽化直前

　今回、吉野川の中流で採集したトンボの抜け殻を通じて、その発見場所や種類の違いについて紹介します。確
認された抜け殻はサナエトンボ科６種（ダビドサナエ・コオニヤンマ・オナガサナエ・ミヤマサナエ・アオサナ
エ・オジロサナエ）エゾトンボ科１種（コヤマトンボ）でした。
　抜け殻を探すことにより、その場所で確実に生息している証拠をつかむことができ、なおかつ優占種が容易に
わかることができるので、河川で水遊びをする際の観察するヒントにしていただけたらと思います。

古山暁（和歌山大学大学院生）
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達ちゃんが語る達ちゃんが語る

子どもたちに伝えたい子どもたちに伝えたい
⑧子の成長願う
「ちまきづくり」「源流学」「源流学」
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２
０
１
５
年
７
月
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に

か
け
て
の
日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
23
施
設
が

「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産
」
と
し
て
世
界

文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
以
外
に
も
日
本
の
近
代
化
を
支
え
た

工
場
・
鉱
山
・
鉄
道
な
ど
の
な
か
で
特
に
価
値

が
高
い
も
の
は
、
近
代
化
遺
産
（
文
化
庁
）・

近
代
化
産
業
遺
産
（
経
済
産
業
省
）・
機
械
遺

産
（
日
本
機
械
学
会
）
と
し
て
保
護
の
対
象
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
吉
野
山
と
そ
の
周
辺

に
も
い
く
つ
か
の
近
代
化
遺
産
が
存
在
し
て
い

ま
す
。

　

吉
野
山
へ
と
向
か
う
観
桜
客
で
賑
わ
う
近
鉄

吉
野
駅
の
正
面
、
リ
ベ
ッ
ト
が
目
立
つ
古
風
な

鉄
塔
を
伝
い
、
ひ
し
形
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
が

登
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
吉
野
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
も
機
械
遺
産
の
一
つ
で
す
。

　

戦
前
、
国
内
旅
行
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
ろ
、

各
地
に
観
光
を
主
目
的
と
し
た
軽
便
鉄
道
・

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
・
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
次
々
と
建

設
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
吉
野
山
に
も
吉
野
鉄

道
（
近
鉄
吉
野
線
の
前
身
）
が
現
在
の
吉
野
駅

ま
で
延
長
さ
れ
る
の
に
合
わ
せ
て
、
昭
和
４
年

（
１
９
２
９
年
）
に
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
が
作
ら
れ

ま
し
た
。
当
初
は
大
峯
山
洞
辻
茶
屋
ま
で
延
長

さ
せ
る
計
画
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
戦
時
中
に
不
要
不
急
と
判
断
さ
れ

た
観
光
用
の
軽
便
鉄
道
・
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
・
ケ
ー

ブ
ル
カ
ー
な
ど
は
次
々
と
撤
去
さ
れ
て
い
き
ま

し
た
が
、
吉
野
山
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
は
生
き
残

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
現
存
す
る
日
本
最
古

の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
あ
り
、
適
切
な
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
に
よ
っ
て
鉄
塔
な
ど
が
開
業
当
初
の
ま
ま

現
役
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
、

平
成
24
年
（
２
０
１
２
年
）
に
日
本
機
械
学
会

に
よ
り
機
械
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

5

吉野川・紀の川流域の遺跡

吉
野
山
ロ
�
プ
ウ
�
イ

吉
野
山
ロ
�
プ
ウ
�
イ

そ
の
二
〇
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

毎
年
５
月
の
末
か
ら
６
月
に
入
る

と
、
わ
が
家
で
は
、
ち
ま
き
作
り

が
始
ま
る
。
昔
は
、
ど
の
家
で
も

作
っ
て
い
た
が
、
今
は
集
落
で
も
数
軒
し
か
作

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ち
ま
き
作
り
も
、

地
域
に
よ
っ
て
違
う
よ
う
で
、
笹
の
葉
で
巻
く

所
も
あ
れ
ば
、
ワ
ラ
で
巻
く
所
、
チ
ガ
ヤ
で
巻

く
所
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
み
た
い
だ
が
、
わ
が
家

で
は
昔
か
ら
川
原
で
生
え
て
い
る
ア
セ
と
い
う

植
物
で
巻
い
て
い
る
。
ア
セ
は
一
見
す
る
と
、

ス
ス
キ
（
カ
ヤ
）
と
似
て
い
る
。
ア
セ
を
採
っ

て
い
た
川
原
は
、
す
で
に
ダ
ム
の
底
に
沈
ん
で

し
ま
い
、
こ
こ
十
数
年
は
、
近
隣
の
川
原
へ
採

り
に
行
っ
て
い
る
。

で
は
、
ち
ま
き
の
作
り
方
を
説
明
し

よ
う
。
材
料
は
、
米
の
粉
が
１
升

５
合
（
う
ち
、
も
ち
米
は
３
合
）、

熱
湯
７
合
、
塩
大
さ
じ
１
。
甘
く
な
い
、
昔
な

が
ら
の
ち
ま
き
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
米
の

粉
を
混
ぜ
る
の
に
熱
湯
を
使
う
こ
と
。
ぬ
る
ま

湯
や
水
だ
と
、
ち
ま
き
を
食
べ
る
と
き
、
口
の

中
に
ひ
っ
つ
い
て
、
食
べ
に
く
い
。
あ
と
、
水

の
加
減
も
、
柔
ら
か
す
ぎ
る
と
、
ア
セ
の
葉
っ

ぱ
に
く
っ
つ
く
か
ら
、
水
の
分
量
に
は
気
を
つ

け
て
ほ
し
い
。

ま
ず
米
の
粉
と
塩
を
ボ
ウ
ル
に
入

れ
、
し
ゃ
も
じ
を
使
っ
て
、
熱
湯

を
入
れ
な
が
ら
混
ぜ
て
い
く
。
熱

湯
を
入
れ
終
え
た
後
、
手
で
全
体
を
混
ぜ
合
わ

せ
、
手
の
ひ
ら
に
載
せ
た
も
の
を
、
ぎ
ゅ
っ
と

固
め
、
あ
る
程
度
の
塊
を
作
っ
て
、
蒸
し
器
に

入
れ
る
。
最
後
に
残
っ
た
粉
み
た
い
な
の
も
、

そ
の
ま
ま
蒸
し
器
の
中
に
入
れ
て
、

10
分
ほ
ど
蒸
す
。
蒸
し
た
も
の
を
、

わ
が
家
で
は
、
餅
つ
き
機
に
入
れ

て
、よ
く
練
る
。こ
れ
は
、お
か
ち
ゃ

ん
（
嫁
）
の
ア
イ
デ
ア
で
、
昔
は

手
で
練
っ
て
た
け
れ
ど
、
も
ち
つ

き
機
を
使
う
と
、
も
ち
の
よ
う
な

や
わ
ら
か
い
食
感
に
な
る
。
も
ち

つ
き
機
が
な
い
場
合
は
、
し
っ
か

り
練
っ
た
ら
、
お
い
し
い
ち
ま
き

に
な
る
。ち

ぎ
っ
た
も
の
を
手
の
ひ

ら
に
載
せ
、
拝
む
よ
う

に
手
を
す
り
合
わ
せ
る

と
、
二
等
辺
三
角
形
の
よ
う
な
も

の
が
で
き
る
。
こ
れ
は
端
午
の
節

句
に
ち
な
ん
で
、
男
の
シ
ン
ボ
ル

を
形
づ
け
て
い
る
。
今
で
は
、
端

午
の
節
句
は
、
５
月
５
日
の
子
ど

も
の
日
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

で
は
、
ア
セ
が
成
長
し
な
い
こ
と

か
ら
、
田
舎
の
節
句
は
、
ア
セ
が

成
長
す
る
旧
暦
の
５
月
５
日
に
す

る
。巻

く
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
お

か
ち
ゃ
ん
の
仕
事
で
、

わ
し
で
も
難
し
い
。
ま

ず
１
枚
の
ア
セ
の
葉
で
ち
ま
き
を

巻
き
、
４
、５
枚
の
葉
が
あ
る
ア
セ

を
使
っ
て
、
巻
い
て
い
く
。
詳
し

く
は
写
真
を
見
て
も
ら
っ
た
ら
と

思
う
。

ち
ま
き
は
も
と
も
と
、
保
存

食
と
し
て
作
ら
れ
て
い

た
。
自
分
が
子
ど
も
の
頃

に
は
、
わ
が
家
で
も
部
屋
の
隅
の
長

押
に
竿
を
渡
し
て
、
ち
ま
き
を
吊
る

し
て
い
た
。
ア
セ
が
乾
燥
し
て
く
る

と
、
時
々
、
頭
の
上
に
落
ち
て
き
て

痛
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ

を
焼
い
て
、
砂
糖
醤
油
で
食
べ
た
時

の
味
は
な
つ
か
し
い
。
今
で
は
、
文

明
の
力
に
頼
っ
て
冷
凍
庫
で
保
存
し

て
い
る
お
か
げ
で
、
正
月
に
で
も
食

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ま
き
づ
く

り
は
、
手
間
も
暇
も
か
か
る
。
で
も

そ
れ
以
上
に
、
子
ど
も
の
成
長
を
願

う
母
親
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
食
べ
物

で
も
あ
る
。

子どもたちに伝えたい「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan2

開業当時の絵葉書（遠くに完成したばかりの吉野駅が見えます）

絵葉書の畳紙
（ロープウエイを建設した安全索道株式会社発行）

開業当時の客車を写した絵葉書（ひし形の形状は現在も同じです）

①米の粉と塩、熱湯を混ぜたものを手のひらに取り、空気を向くように押
　し固め、蒸し器に入れる
②残った粉は蒸し器の中に一緒に入れる
③ちまきの大きさはピンポン玉より大きいぐらい
④手のひらを合わせ拝むようにして、すり合せるのがコツ
⑤アセの葉１枚の上にちまきを置き、くるっと巻く
⑥４〜５枚の葉のうち、まず左端の２枚に⑤のちまきを載せ、右側の葉で
　生地が見えないように包む
⑦先端部分の裏側に人差し指を入れ、右側にくるっとねじった後、折り込
　むようにして、頭の部分を直線にする。熟練の技が必要
⑧シュロで巻いて完成したちまきを５本１組で束ねる。食べる前にお湯で
　ゆでると、アセの匂いがちまきについて美味しい

※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。

③

①②

⑤

⑦

④

⑥⑧

　

吉
野
山
に
来
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、
桜
や
蔵
王
堂
だ
け
で
な
く
、
吉
野

山
を
訪
れ
る
人
の
足
と
し
て
働
き
続
け

て
い
る
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
に
も
目
を
向
け

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
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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26年度、166,590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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５
月
６
日
「
吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊
～
和

歌
山
市
の
植
物
を
し
ら
べ
よ
う
」
を
実
施
し
ま

し
た
。

　

和
歌
山
市
は
吉
野
川
・
紀
の
川
の
最
下
流
に

位
置
す
る
街
で
す
。
川
上
村
と
の
違
い
を
意
識

し
な
が
ら
観
察
し
ま
し
た
。
講
師
に
尾
上
聖
子

さ
ん
（
奈
良
植
物
研
究
会
）、
ゲ
ス
ト
講
師
に

山
元
晃
さ
ん
（
紀
伊
風
土
記
の
丘
資
料
館
学
芸

員
）
を
招
き
実
施
し
ま
し
た
。

　

会
場
と
な
っ
た
紀
伊
風
土
記
の
丘
は
和
歌
山

市
郊
外
の
里
山
に
整
備
さ
れ
た
公
園
で
す
。
集

合
場
所
の
駐
車
場
で
最
初
に
目
に
つ
い
た
の

が
、
メ
リ
ケ
ン
ト
キ
ン
ソ
ウ
（
キ
ク
科
）。
南

ア
メ
リ
カ
原
産
の
外
来
種
で
、
種
子
に
鋭
い
ト

ゲ
が
あ
り
危
険
で
す
。
自
転
車
の
タ
イ
ヤ
も
貫

通
す
る
ほ
ど
で
す
。芝
生
な
ど
に
は
び
こ
る
と
、

は
だ
し
で
歩
い
た
り
、
手
を
つ
い
た
り
す
る
と

ケ
ガ
を
し
ま
す
。
奈
良
県
で
も
明
日
香
村
の
石

舞
台
周
辺
な
ど
で
す
で
に
見
つ
か
っ
て
い
る
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

そ
の
他
、
ア
メ
リ
カ
フ
ウ
ロ
、
ヒ
メ
ブ
タ
ナ
、

マ
メ
カ
ミ
ツ
レ
な
ど
多
く
の
外
来
種
が
目
立
ち

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
の

隣
に
、
在
来
の
カ
ン
サ
イ
タ
ン
ポ
ポ
が
見
つ
か

る
と
少
し
安
心
し
ま
し
た
。
ま
た
、
奈
良
県
の

特
定
希
少
野
生
動
植
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
カ

ツ
ラ
ギ
グ
ミ
が
園
内
に
植
栽
さ
れ
て
お
り
、
貴

重
な
観
察
の
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

わ
ず
か
な
時
間
で
し
た
が
、
お
二
人
に
ご
案

内
い
た
だ
い
た
お
か
け
で
、
90
種
の
植
物
を
観

察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

和
歌
山
市
の
植
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

和
歌
山
市
の
植
物
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

アメリカフウロカツラギグミ
（奈良県特定希少野生動植物）

セイヨウタンポポ

メリケントキンソウ

カンサイタンポポ

メリケントキンソウの種子
（鋭いトゲがある）

観察の合間に万葉植物を紹介し歌を詠む
山元晃さん


