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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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8
月
1
日
（
土
）、
今
年
も
ト
ヨ
タ
自
動
車

様
協
賛
の
「A

Q
U
A
 SO
CIA
L FES!! 

き
れ

い
な
吉
野
川
を
未
来
に
残
そ
う
〜
」
と
し
て
、

奈
良
新
聞
社
様
と
共
催
で
行
い
ま
し
た
。
当
日

は
、
午
前
と
午
後
の
２
回
に
分
け
て
、
合
わ
せ

て
１
４
７
人
が
参
加
し
て
開
催
し
ま
し
た
。

　
今
年
も
谷
幸
三
先
生
を
講
師
に
招
き
、
吉
野

川
源
流
部
の
支
流
、
蜻
蛉
の
滝
直
下
の
音お
と
な
し
が
わ

無
川

の
浅
瀬
で
水
生
生
物
を
採
集
し
、
出
現
種
を
記

録
し
ま
し
た
。
記
録
さ
れ
た
種
は
、
き
れ
い
な

水
に
す
む
種
17
種
、
や
や
き
れ
い
な
水
に
す
む

種
9
種
、
汚
れ
た
水
に
す
む
２
種
、
と
て
も
汚

れ
た
水
に
す
む
種
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

ら
の
出
現
種
数
か
ら
、
調
査
地
の
水
質
は
良
好

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

　
観
察
の
あ
と
は
、
谷
先
生
か
ら
環
境
を
守
る

こ
と
に
つ
い
て
楽
し
く
学
び
ま
し
た
。

　
8
月
9
日
（
日
）、
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
蜻

蛉
の
滝
周
辺
で
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
、
31

人
の
参
加
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。
講
師
に
伊
藤

ふ
く
お
先
生
（
昆
虫
生
態
写
真
家
）、
古
山
暁

先
生
（
和
歌
山
大
学
大
学
院
生
）
を
迎
え
、
夏

に
川
上
村
で
見
ら
れ
る
身
近
な
虫
や
生
き
物
に

つ
い
て
、
観
察
し
ま
し
た
。
観
察
し
た
昆
虫
類

を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
み
る
と
、
31
種
類
も
い

ま
し
た
。
夏
の
虫
の
代
表
選
手
、
セ
ミ
は
4
種

類
い
ま
し
た
が
、最
近
温
暖
化
の
影
響
も
あ
り
、

特
に
都
市
部
で
増
加
し
て
い
る
ク
マ
ゼ
ミ
が
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
な
ど
が
一
つ
の
川
上

村
の
特
徴
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
ご
指
導
い
た
だ
い
た
講
師
の
伊
藤
先
生
、
古

山
先
生
、
ご
参
加
の
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

水
生
生
物
を
し
ら
べ
よ
う

水
生
生
物
を
し
ら
べ
よ
う

〜
き
れ
い
な
吉
野
川
を
未
来
に
残
そ
う
〜
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き
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8
月
１
日
土

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

夏
の
虫
を
し
ら
べ
よ
う

夏
の
虫
を
し
ら
べ
よ
う

8
月
9
日
日

調
査
結
果

きれいな水　（17種）
カジカガエル（幼生・成体）・シロタニカワカゲロウ・モンキ
マメゲンゴロウ・オオヤマカワゲラ・オオアメンボ・オジロ
サナエ・ミルンヤンマ・サワガニ・フタスジモンカゲロウ・
ナベブタムシ・オナガミズスマシ・ヒゲナガカワトビケラ・
ムカシトンボ・ミヤマカワトンボ・ナミウズムシ・シマアメ
ンボ・アサヒナカワトンボ

ややきれいな水　（５種）
・カワヨシノボリ・アブラハヤ・カワニナ・アカハライモリ・
クロスジヘビトンボ・ヒラタドロムシ・ダビドサナエ・コオ
ニヤンマ・コヤマトンボ

汚れた水でもすめる種　（１種）　
　・ガガンボの幼虫・シロフアブ　　

昆　虫
アブラゼミ／ミンミンゼミ／ニイニイゼミ／ヒグラシ／カラスア
ゲハ／アオスジアゲハ／クロアゲハ／キタキチョウ／エダシャク
ガ（幼虫）／オオゴキブリ／モリチャバネゴキブリ／オオシオカ
ラトンボ／ウスバキトンボ／オニヤンマ／コオニヤンマ／セグロ
アシナガバチ／スギハラクモバチ／クモバチの 1 種／アオハナ
ムグリ／スジコガネ／ルリセンチコガネ／コイチャコガネ／オオ
ヨスジハナカミキリ／キマワリ／アトボシサビカミキリ／ウスバ
カゲロウ／クサギカメムシ／チャバネアオカメムシ／フタホシカ
メムシ／ハサミツノカメムシ／クルマバッタモドキ

昆虫以外の生き物
シーボルトミミズ／ババヤスデ／ザトウムシ／ニホントカゲ

見
つ
か
っ
た
生
き
物
リ
ス
ト

上）虫のことをわかりやすく説明していただいた伊藤ふくお先生
下）地面の虫をこどもたちと一緒に探す古山暁先生

川の生き物をざるを使って
探しました

岩の裏にはカワヨシノボリの卵
が見つかりました

ざるにかかったナベブタムシ谷先生のお話は大変楽しかったです



　
夏
に
病
床
を
訪
問
し
た
と
き
、
い
つ
ま
で
も

樹
と
森
を
守
り
、
き
れ
い
な
水
を
流
し
て
い
く

こ
と
を
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
、
も
っ
と
も
っ

と
が
ん
ば
る
よ
う
に
、
こ
ち
ら
が
元
気
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
吉
野
川
紀
の
川
の
源
流
か
ら
流
れ

る
水
に
は
、
多
く
の
人
の
尊
い
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
ま
た
実
感
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
大
辻
康
夫
さ
ん
へ
「
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。長
い
間
お
疲
れ
様
で
し
た
。き
っ

と
今
も
流
れ
る
ふ
る
さ
と
の
川
で
、
ゆ
っ
く
り

と
癒
さ
れ
て
く
だ
さ
い
」。
私
た
ち
は
こ
れ
か

ら
も
多
く
の
人
た
ち
の
お
世
話
に
な
り
な
が
ら

で
す
が
、
こ
の
財
団
の
取
組
み
が
有
益
な
も
の

で
あ
る
よ
う
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　
私
た
ち
の
財
団
や
森
と
水
の
源
流
館
の
活
動

は
多
く
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
、
応
援
を
い
た

だ
き
な
が
ら
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
お
ひ
と
り

お
ひ
と
り
を
こ
の
誌
面
で
紹
介
し
、
感
謝
の
言

葉
を
お
伝
え
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
な
か

な
か
叶
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
号
の
誌
面
を
借

り
、
ど
う
し
て
も
一
言
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
大
辻
康
夫
さ
ん
。
去
る
平
成
27
年
９
月
２
日

に
89
歳
に
て
永
眠
を
さ
れ
ま
し
た
。
康
夫
さ
ん

は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
N
Ｐ
O
）
奈
良

21
世
紀
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
事
務
局
長
や
理
事
と
し

て
森
と
水
の
源
流
館
の
設
立
当
初
か
ら
い
つ
も

支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
康
夫
さ
ん
は
、
川

上
村
高
原
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
18
歳
で
東
京
の

大
学
へ
進
学
し
、
村
を
離
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ

公
益
財
団
法
人

　
吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　
忠
大

事
務
局
長

大
辻
康
夫
さ
ん
へ
の
感
謝
を
こ
め
て

大
辻
康
夫
さ
ん
へ
の
感
謝
を
こ
め
て

1

か
ら
も
い
つ
も
心
に
あ
っ
た
の
は
、「
ふ
る
さ

と
の
川
と
き
れ
い
な
水
」
だ
っ
た
と
折
に
ふ
れ

て
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
思
い
が
N
Ｐ
O

の
活
動
の
原
点
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
康
夫
さ
ん
は
、
あ
る
と
き
偶
然
、
大
和
平
野

の
農
家
の
人
た
ち
の
会
話
を
耳
に
し
ま
し
た
。

「
吉
野
川
分
水
を
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、

お
い
し
い
お
米
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

そ
の
こ
と
を
度
々
に
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
ま

し
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
小
学
校
へ
の
出
前
授

業
の
中
で
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
川
上
村

の
『
川
上
宣
言
』
や
そ
れ
を
め
ざ
す
取
組
み
を

誇
り
に
思
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
時
に
は
、

そ
の
熱
心
な
思
い
に
私
た
ち
が
応
え
ら
れ
ず
、

厳
し
く
お
叱
り
い
た
だ
い
た
こ
と
も
懐
か
し
く

思
い
出
し
ま
す
。

　
康
夫
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
N
Ｐ
O
で
は
、

毎
年
森
と
水
の
源
流
館
で
行
っ
て
い
た
「
吉
野

川
紀
の
川
源
流
ま
つ
り
（
ふ
れ
あ
い
デ
ー
）」

の
催
し
に
参
画
い
た
だ
き
、
長
野
県
の
川
上
村

か
ら
レ
タ
ス
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
獲
れ
た
て

の
新
鮮
野
菜
を
販
売
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
初
の
頃
は
ご
自
身
と
お
仲
間
で
直
接
、
仕
入

れ
の
た
め
に
信
州
ま
で
車
を
走
ら
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
冷
蔵
宅
配
便
の
費

用
の
負
担
も
大
き
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
毎
回

早
朝
か
ら
村
民
を
は
じ
め
参
加
者
が
列
を
つ
く

る
様
子
を
見
て
、
ま
た
次
の
年
も
、
そ
の
次
も

年
も
・
・
振
り
返
る
と
平
成
16
年
か
ら
直
近
開

催
の
平
成
25
年
ま
で
、
途
中
23
年
の
紀
伊
半
島

大
水
害
の
影
響
で
中
止
と
な
っ
た
１
回
を
除

き
、10
年
間
９
回
の
出
展
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
前
号
で
紹
介
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
陶
芸
展

で
の
協
力
や
、
私
た
ち
が
催
す
講
演
会
な
ど
へ

の
サ
ポ
ー
ト
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　「
昔
か
ら
よ
く
食
べ
た
山
菜
は
な
ん
で
す

か
？
」。
川
上
村
の
年
配
の
方
に
聞
い
て
み
る

と
、
圧
倒
的
に
帰
っ
て
く
る
答
え
が
「
イ
タ
ド

リ
、
ク
サ
ギ
ナ
（
ク
サ
ギ
）、
ナ
キ
ナ
（
ハ
ナ

イ
カ
ダ
）」で
し
た
。
ち
ま
た
で「
山
菜
の
王
様
」

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
タ
ラ
の
芽
な
ど
は
、
食

べ
る
地
区
も
あ
り
ま
し
た
が
、「
昔
は
知
ら
な

か
っ
た
」
と
か
、知
っ
て
い
て
も
「
ね
ば
っ
て
、

気
持
ち
悪
い
」
な
ど
の
お
話
を
聞
い
て
、
少
し

調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
そ
も
そ
も
山
村
の
山
菜
は
、「
生
き
る
た
め

に
食
べ
る
」と
い
う
大
切
な
前
提
が
あ
り
ま
す
。

ク
サ
ギ
や
ハ
ナ
イ
カ
ダ
は
、
林
業
が
盛
ん
な
川

上
村
な
ら
で
は
の
食
べ
も
の
で
し
た
。
聞
き
取

り
を
し
た
一
人
、
I
さ
ん
に
よ
る
と
、
皆
伐
し

た
明
る
い
と
こ
ろ
に
た
く
さ
ん
生
え
て
き
た
そ

う
で
す
が
、
林
業
の
不
振
と
と
も
に
明
る
い
皆

伐
地
が
少
な
く
な
っ
て
大
量
に
採
れ
な
く
な
っ

た
と
悲
し
そ
う
に
話
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
昔
食
べ
ら
れ
て
い
た
ク
サ
ギ
の
食

べ
方
（
加
工
方
法
）
を
聞
き
取
り
、
写
真
と
と

も
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

　※
食
べ
る
と
き
は
、
も
う
一
度
ゆ
が
い
て
一
晩

水
に
さ
ら
し
て
、
あ
く
抜
き
を
し
、
豆
や
ジ
ャ

ガ
イ
モ
な
ど
と
一
緒
に
炊
い
て
食
べ
ま
す
。

あ
っ
た
、
し
ん
ど
か
っ
た
け
れ
ど
、
楽
し
か
っ

た
と
い
う
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
っ
と

多
く
の
方
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
き
、
一
緒

に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
森
づ
く
り
を
つ
づ
け
て

い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
辺
で
は
、
源
流
学
の
森
の
他
に
、
和
歌

山
市
や
関
西
電
力
労
働
組
合
の
方
も
森
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
人
が
手
を
か
け
た
一

帯
の
森
が
元
気
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
目
に
見

え
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
う
い
え
ば
、
昨
年
度
、
試
し
に
シ
カ
除
け

ネ
ッ
ト
を
設
置
し
た
中
に
木
が
生
え
て
き
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
は
効
果
あ
り
か
も
。

　
10
月
25
日
（
日
）、
朝
晩
は
寒
い
で
す
が
、

昼
間
は
動
く
と
う
っ
す
ら
と
汗
ば
む
程
度
で
森

づ
く
り
に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
気
候
で
す
。
源
流

学
の
森
で
は
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ

の
木
が
紅
葉
し
て
い
ま
し
た
。
ド
ン
グ
リ
が
た

く
さ
ん
成
っ
て
い
た
の
で
、
動
物
に
食
べ
つ
く

さ
れ
な
け
れ
ば
次
の
世
代
の
木
も
育
っ
て
、
森

が
大
き
く
な
る
と
い
い
な
。

　
20
年
ほ
ど
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

こ
の
取
り
組
み
に
、
水
源
地
の
森
ツ
ア
ー
に
参

加
し
た
時
に
興
味
を
も
っ
た
と
方
を
は
じ
め
、

今
回
は
10
名
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
作
業
し
て
く

だ
さ
り
、
主
に
林
内
歩
道
を
補
修
し
ま
し
た
。

崩
れ
た
道
を
歩
き
や
す
く
な
ら
し
た
り
、
す
べ

り
や
す
い
箇
所
に
階
段
を
付
け
た
り
、
と
く
に

岩
場
で
は
悪
戦
苦
闘
で
す
。
補
修
の
材
料
は
も

ち
ろ
ん
現
場
で
調
達
す
る
の
で
間
伐
を
し
て
、

自
分
た
ち
で
加
工
し
ま
す
。
何
度
も
参
加
さ
れ

た
方
が
初
め
て
の
方
へ
や
り
方
を
教
え
る
場
面

も
あ
り
ま
し
た
。

　
作
業
の
後
、
途
中
の
林
道
が
崩
れ
て
い
る
箇

所
を
目
の
当
た
り
に
し
て
唖
然
と
さ
れ
た
そ
う

で
、
森
の
大
切
さ
を
し
み
じ
み
と
考
え
た
、
木

を
伐
る
以
外
も
色
々
と
作
業
の
や
り
が
い
が

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

１．やわらかいクサギの新芽を摘み
取り水洗いします。葉柄は取り除き
ます

源流学の森に向かう林道の崩壊箇所 

２．たっぷりの熱湯で数分間かき混
ぜながら鮮やかな緑色になるまでゆ
でる

３．熱いうちによくもむ４．天日で 1週間ほど干して完成

源流学の森で除伐作業をしました

平成 17 年の「ふれあいデー」にて

平成 24 年森と水の源流館 10 周年の鏡開きにて

川
上
村
の
山
菜

川
上
村
の
山
菜

「
ク
サ
ギ
」

「
ク
サ
ギ
」

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

   

月    

日
（
日
）

25

10



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
⑨木を育てることは
   「子育て」と同じ「源流学」「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　
平
成
27
年
（
２
０
１
５
）
11
月
１
日
、
橿
原

市
で
大
台
ヶ
原
・
大
峯
山
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー

ク
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
ま
し
た
。〝
ユ
ネ

ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
〞
と
は
、
生
態
系
や
生
物
多

様
性
を
保
全
し
て
自
然
に
学
ぶ
と
と
も
に
文

化
・
経
済
・
社
会
的
に
持
続
可
能
な
発
展
を
目

指
す
地
域
の
こ
と
で
、
世
界
遺
産
が
保
護
・
保

全
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、〝
ユ
ネ
ス

コ
エ
コ
パ
ー
ク
〞
は
自
然
と
人
間
社
会
の
共
生

に
重
点
が
置
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
大
台
ヶ
原
・
大
峯
山
一
帯
は
、
貴
重
な
植

生
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
大
峯
修
験
・
吉
野
林

業
な
ど
古
く
か
ら
人
が
自
然
と
か
か
わ
っ

て
い
る
地
域
と
し
て
、
す
で
に
昭
和
55
年

（
１
９
８
０
）
に
登
録
さ
れ
、
現
在
そ
の
範
囲

拡
張
に
向
け
て
再
申
請
の
手
続
き
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
川
上
村

と
上
北
山
村
の
間
に
広
が
る
大
台
ヶ
原
で
す
。

　
こ
の
大
台
ヶ
原
に
は
〝
ユ
ネ
ス
コ
エ

コ
パ
ー
ク
〞
が
謳
う
、
自
然
と
人
間

社
会
の
共
生
を
現
わ
す
か
の
よ
う
な

大
き
な
銅
像
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
大
台
ヶ
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
横
か

ら
、
ブ
ナ
や
ト
ウ
ヒ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
の
林
を
抜

け
、
笹
原
を
横
切
り
、
熊
野
灘
や
大
峰
山
系
を

望
み
な
が
ら
、
牛
石
ヶ
原
と
い
う
所
に
た
ど

り
着
く
と
「
腰
掛
け
石
」
と
い
う
岩
に
初
代

天
皇
の
神
武
天
皇
の
銅
像
が
立
っ
て
い
ま
す
。

　
上
北
山
村
の
伝
説
で
は
「
大
和
へ
向
っ
た

神
武
天
皇
は
、
熊
野
市
の
二
木
島
湾
に
上
陸
し

て
吉
野
に
入
ら
れ
、
大
台
ヶ
原
の
牛
石
ヶ
原
で

休
憩
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
腰
掛
け
ら
れ

た
の
が
腰
掛
け
石
で
あ
る
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
人
々
が
自
然
に
親
し
み
、
自
然
と
共
に
生

き
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
大
台
教
会
を
設

立
し
た
古
川
嵩
（
１
８
６
０
〜
１
９
３
０
）

は
、
大
台
ヶ
原
を
開
い
た
先
人
た
ち
の
偉
業

を
顕
彰
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
き
、
上
北

山
村
の
伝
説
を
知
り
、
浄
財
を
募
り
神
武
天

皇
像
を
建
立
す
る
こ
と
に
し
た
そ
う
で
す
。

　
た
だ
初
代
天
皇
の
像
が
小
さ
く
て
は
い
け

な
い
と
高
さ
２
メ
ー
ト
ル
も
の
銅
像
に
し
た

た
め
、
重
量
は
４
、５
０
０
㎏
に
も
な
り
ま

し
た
。
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
も
大
台
ヶ
原
ま
で
の

自
動
車
道
も
無
か
っ
た
時
代
で
す
の
で
、
銅

像
を
６
個
の
パ
ー
ツ
に
分
け
、
大
阪
市
内
の

工
房
か
ら
尾
鷲
市
ま
で
海
路
運
搬
し
、
荷

揚
げ
後
に
木
馬
に
載
せ
た
り
天
秤
棒
で
担

い
だ
り
、
山
道
を
拡
幅
し
な
が
ら
、
延
べ

１
、６
０
０
人
の
人
手
と
80
日
の
日
数
を
か

け
て
大
台
ヶ
原
ま
で
運
び
上
げ
、
昭
和
３
年

（
１
９
２
８
）
８
月
19
日
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
28
年
（
２
０
１
６
）
は
、
大
台
ヶ
原
が

含
ま
れ
る
吉
野
熊
野
国
立
公
園
の
指
定
80
周

年
、
神
武
天
皇
没
後
２
６
０
０
年
に
当
た
り
ま

す
。
吉
野
の
自
然
と
人
間
社
会
と
の
共
生
を
考

え
る
た
め
、大
台
ヶ
原
に
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

参
考
文
献
　
鈴
木 

林
『
大
台
ヶ
原
開
山
記
―

古
川
嵩
伝
記
―
』
近
代
文
芸
社
　
２
０
０
１
年

5

吉野川・紀の川流域の遺跡

大
台
�
原
と
神
武
天
皇

大
台
�
原
と
神
武
天
皇

そ
の
二
一
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

わ
し
の
80
数
年
に
渡
る
人
生
を
振
り

返
っ
て
、
半
世
紀
あ
ま
り
の
山
造

り
の
歴
史
の
中
で
、
山
に
教
え
て

も
ら
っ
た
こ
と
は
、
数
知
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。

そ
の
な
か
で
も
、
木
を
育
て
る
こ
と
は
、
親
が

子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と

だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
。
そ
れ
は
１
０
０

年
育
っ
た
木
も
、
１
０
０
０
年
生
き
て
き
た
木

も
、
元
は
と
い
え
ば
、
一
粒
の
種
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。わ

し
が
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
林
業
、

す
な
わ
ち
、
杉
や
ヒ
ノ
キ
の
人
工

林
は
、「
母
樹
」
と
い
っ
て
な
、
母

な
る
木
か
ら
種
を
採
取
し
て
育
て
て
い
く
こ
と

か
ら
始
ま
る
ん
や
。
こ
の
「
母
樹
」
は
、
だ
い

た
い
樹
齢
80
年
か
ら
１
０
０
年
過
ぎ
た
木
の
中

で
姿
や
形
の
整
っ
た
も
の
を
選
ん
で
い
る
。
な

ぜ
か
と
言
う
と
、
木
も
人
と
同
じ
よ
う
に
、
親

に
似
る
確
立
が
約
70
％
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら

や
。せ

っ
か
く
や
か
ら
、
山
造
り
の
簡
単

な
流
れ
を
説
明
し
な
が
ら
、
話
し

て
い
こ
う
か
な
。
植
林
さ
れ
た
山

を
造
っ
て
い
く
に
は
、
ま
ず
秋
に
「
母
樹
」
か

ら
球
果
（
き
ゅ
う
か
）
を
採
取
す
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
る
。
そ
れ

を
天
日
干
し
し
て

乾
燥
さ
せ
る
と
、

表
面
が
割
れ
て
、

中
か
ら
ゴ
マ
の
よ

う
な
種
が
出
て
く

る
。
こ
れ
を
３
〜

４
月
の

間
に
畑

に
ま
い

て
、
３

年
間
は
、

こ
の
ま

ま
畑
で
、

芽
取
り
や
床
替
え
（
と
こ
が
え
）

と
い
う
手
入
れ
を
す
る
。
こ
こ
ま

で
は
、
人
間
が
全
部
世
話
し
た
ら

な
あ
か
ん
。

そ
う
し
て
３
年
経
つ
と
、

丈
が
だ
い
た
い
60
〜

70
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に

成
長
す
る
の
で
、
そ
の
苗
木
を
山

に
持
っ
て
行
っ
て
、
よ
う
や
く
植

え
る
ん
や
。
こ
れ
が
植
林
の
始
ま

り
や
。
川
上
村
で
は
、
室
町
時
代

の
１
５
０
０
年
ご
ろ
か
ら
植
林
が

始
ま
っ
た
と
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

人
間
だ
と
、
出
産
後
、
親
の
手
元

で
愛
情
を
持
っ
て
育
て
ら
れ
、
や

が
て
保
育
園
や
幼
稚
園
に
行
く
時

期
で
あ
り
、
共
同
生
活
の
始
ま
り

で
も
あ
る
。

一
方
、
山
に
植
え
ら
れ
た

苗
木
は
、
そ
の
後
、
５

〜
６
年
間
は
、
木
の
成

長
を
助
け
る
た
め
に
、
毎
年
１
〜

２
回
の
下
草
刈
り
を
行
う
。
こ
の

時
期
を
過
ぎ
る
と
苗
木
も
ぐ
〜
ん

と
成
長
し
、
２
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

に
な
っ
て
き
て
、
も
う
下
草
に
は
負

け
な
い
よ
う
に
な
り
、
ひ
と
安
心
だ
。

人
間
の
子
ど
も
も
、
こ
の
年
代
に
な
っ

た
ら
、
小
学
校
へ
通
う
こ
ろ
に
な
っ

て
い
る
。そ

れ
か
ら
、
山
の
方
は
下

草
刈
り
か
ら
、
つ
る
切

り
や
下
枝
を
落
と
す
手
入

れ
に
作
業
が
変
わ
っ
て
い
く
。
植
林

し
て
12
年
目
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
木

の
高
さ
も
７
〜
８
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

に
成
長
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
山
は
、

植
栽
木
と
競
争
す
る
よ
う
に
雑
木
が

茂
っ
て
き
て
、
造
林
木
の
生
長
を
妨

げ
る
の
で
、
雑
木
を
刈
り
払
う
手
入

れ
を
す
る
。
同
時
に
、枝
打
ち
も
す
る
。

そ
の
時
期
が
過
ぎ
る
と
、
山
の
木
も

人
の
手
を
借
り
ず
に
ひ
と
り
で
大
き

く
育
っ
て
い
く
。
人
間
の
子
ど
も
も
、

い
よ
い
よ
中
学
校
を
卒
業
し
て
高
校

生
に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
親
か
ら
離
れ

て
い
く
年
代
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
の
山
の
木
は
、
枝
打

ち
も
終
わ
り
、
後
は
、
間

伐
と
い
っ
て
、
時
々
、
ま

び
き
を
繰

り
返
す
の

み
と
な
り
、

樹
齢
も
25

年
ぐ
ら
い

に
な
る
と
、

ほ
と
ん
ど

人
の
手
を

借
り
ず
に

自
然
環
境

の
影
響
を

受
け
て
、

子
孫
を
残

し
、
最
後

は
人
の
手

に
よ
っ
て

伐
採
さ
れ
た
り
、
自
然
災
害
等
に
見
舞
わ
れ
倒

れ
た
り
し
て
、そ
の
木
の
一
生
が
終
わ
る
の
だ
。

そ
し
て
、
人
間
も
同
じ
よ
う
に
、
高
校
や
大
学

を
卒
業
し
て
社
会
人
と
な
り
、
親
の
手
か
ら
離

れ
、
社
会
の
荒
波
と
戦
っ
て
、
一
人
前
の
人
間

に
な
り
、
結
婚
し
て
子
孫
を
残
し
、
一
生
を
終

え
る
。こ

う
し
て
み
る
と
生
き
る
年
代
に
長

い
、
短
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
木
の

一
生
と
人
の
一
生
に
は
共
通
す
る

と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
人

の
寿
命
は
、長
く
生
き
て
も
１
０
０
年
ぐ
ら
い
。

そ
れ
に
比
べ
て
木
は
、
何
百
年
も
何
千
年
も
生

き
続
け
、
人
間
の
営
み
に
与
え
て
く
れ
る
恵
み

は
計
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。あ
ら
た
め
て
、

木
を
育
て
る
こ
と
の
大
切
さ
を
痛
感
す
る
。
わ

し
は
木
を
育
て
る
こ
と
は
、
人
を
育
て
る
こ
と

だ
と
思
い
、「
育
林
（
い
く
り
ん
）
は
、育
人
（
い

く
じ
ん
）
か
ら
」、
山
造
り
は
、
人
造
り
か
ら

を
理
念
と
し
て
、
木
を
育
て
る
こ
と
に
長
年

専
念
し
て
き
た
。
１
本
の
木
に
は
、
そ
れ
だ

け
の
人
の
手
と
思
い
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
、

知
っ
て
も
ら
え
た
ら
え
え
な
と
思
っ
て
い
る
。

子どもたちに伝えたい「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan2

写真 2　現在の神武天皇像　全景

※昔の写真と比べると、銅像背後の木々が少なくなって
　きています。

写真３　神武天皇像　左：建立直後の右：現在

写真１　建立直後の神武天皇像　全景
　　　　（昭和 3～ 8年（1929 ～ 1933 年）頃）

※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。

植え付け

枝打ち

約 300年育てられた人工林

下草刈り



渓流沿いの樹木たち

mori-to-mizu-no-genryu-kan

3

水が出るたびに川は溢れ、谷いっぱいに広がります。植物が生えていた場
所も大水が襲います。その場所に生育するのは、大水に押し流されずに耐
えたものと、流されてもすぐに侵入してくるものがほとんどです。河畔林
に生育する植物は、数十年に一度、数年に一度、季節ごとの大水に絶えず
晒されながら、その場所で生き抜いています。たびたび訪れる攪乱の影響
を受けて成立するのも、渓畔林の特徴です。流れに抗するには、シオジの
ようにしっかりと根を張り根で岩を抱きかかえて流されないように耐えも
のと、カツラのように幹の根元から萌芽を多く出し、萌芽を幹に癒合させ
ながら大きく太く大地に根を下ろして攪乱に耐えるものがあります。どち
らの耐え方でも、自然の厳しさの中で生き抜く樹木の力強さを感じさせて
くれます。
　水源地の森の沢沿いで最も目立つ樹木はシオジです。羽状複葉を持った
高木の落葉広葉樹で、高さ 30m以上、直径も 1m以上になることがあり
ます。大水の耐え抜く粘り強い幹は、建築材やスキー板、野球のバットな
ど、粘り強さが発揮される用途に使われます。トネリコやアオダモの仲間
で、秋には大きな翼果を付けます。翼果が自然落下する頃、外観上は種子
が成熟しているように見えても、内部はまだ未成熟で、落下後に徐々に成
熟していきます。後熟と呼ばれる種子成熟を行う、ちょっと変わった性質

を持っています。落下後すぐに発芽するのではなく、少し時間をかけて発芽する性質は、攪乱で発芽環境が変化する場所に
生育する植物にとって有利なのかも知れません。
　河畔で樹木の力強さを感じさせてくれる植物の一つにカツラがあります。落葉樹の落ち葉が少しずつ林床に積もる頃に、
渓流を抜ける風が甘い香りを運んできてくれます。カツラの落ち
葉から得られる香りです。マルトールと呼ばれる芳香成分で、キャ
ラメルの甘い香りと同じ物質です。葉に含まれていた二次代謝物
質（光合成を用いて生産された炭水化物を利用して植物が生成し
た物質）が、水分を含んで分解して生成されます。こんなカツラは、
稀に生じる大規模な崩壊や土石流の時に更新し、いったん定着す
ると萌芽によって個体を維持し続けると考えられています。水源
地の森にも所々に大きな個体が見られます。出会うと根元に歩み
寄って見上げたくなる。そんな樹木です。
　河畔林を代表する高木をもうひとつ紹介します。クルミの仲間
のサワグルミです。平地で樹木を眺めた場合には、広葉樹は枝
葉を左右に大きく広げ、ずんぐりとした樹形を持つイメージがあ
りますが、谷沿いにあるサワグルミはまっすぐ幹を伸ばし、高い
樹高を持つのが印象的です。ノグルミは短い果序に丸い大きな果実をつけますが、サワグルミは紐状の果穂が垂れ下がり、
1cm程度の小さな実をつけます。小さな実ですが、クルミ同様硬い殻に包まれており、中身を食べるのは大変です。金槌
で叩き割り、爪楊枝で殻にこびりつく実の部分を味わうと、小さいながらもクルミの味がする。そんな植物です。
　今回は河畔林の特徴と河畔林を構成する高木を少し紹介しました。水源地の森を歩きながら、沢沿いの木々を見上げ、河
畔の樹々が過ごしてきた年月に想いを馳せては如何でしょうか。

＜参考文献＞
日本植生誌　近畿編，宮脇昭編，至文堂（1984）
山渓ハンディ図鑑 3　樹に咲く花　離弁花１，茂木透（写真）、石井英美・崎尾均・吉山寬ほか（解説），山と渓谷社（2000）
山渓ハンディ図鑑 5　樹に咲く花　合弁花・単子葉・裸子植物，茂木透（写真）、城川四郎・高橋秀男・中川重年ほか（解説），
山と渓谷社（2001）
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　水源地の森に入る場合、林道終点まで車で行き、そこからは徒
歩で森林内に入ることになります。林道が川沿いに敷設されてい
るため、森への道のりは必然的に川を意識することになります。
林道終点付近や登山道の一部にはスギの植栽林が成立しています
が、川の上流へと進むにつれて、落葉広葉樹の森林の割合が多く
なってきます。その川沿いに成立している植生が河畔林と呼ばれ
るものです。
　水源地の森のツアーでキノコ股方面に向かうと、山の斜面を
登ったり沢筋に下ったり繰り返しながら、少しずつ川の上流へと
登ります。標高のやや低い沢の入口付近は、周囲の植生は常緑広
葉樹が優占する植生が広がります。この常緑広葉樹が優占する地
域の河畔林は、「アブラチャン－ホソバタブ群集」と呼ばれる植生です。水源地の森ではホソバタブはそれほど目立ちませ
んが、高木層にはツクバネガシやウラジロガシが渓流を覆い隠すように広がり、下層植生にコガクウツギ、クマノミズキ、
フサザクラ、ミカエリソウ、ミズヒキ、アブラチャン、といった植物が生育します。ただし、現在はニホンジカの影響で下
層植生が失われている場所が増えていますが。
　川沿いを更に奥へと進むと、周囲の植生は徐々に落葉広葉樹へと移り変わ
り、川沿いの植生も落葉広葉樹の河畔林へと変化します。「ヤハズアジサイ
―サワグルミ群集」と呼ばれ、紀伊半島のブナ帯の山地渓畔林を構成する群
集ですが、水源地の森を代表する河畔林といって良いでしょう。この群集は、
ヤハズアジサイとサワグルミによって、他の地域の植生と区別されます。高
木には、サワグルミ、シオジ、トチノキ、カツラが見られ、ヒメシャラ、ガ
クウツギ、ヤハズアジサイ、アオダモ、マユミ、タニギキョウ、テバコモミ
ジガサ、トチバニンジンといった植物たちが、この植生を彩ります。
　河畔林に生育する樹木の特徴は何でしょうか。渓畔林は谷部に成立する植
生ですから、尾根と尾根が重なりあう合間の狭い谷では、植物は光を巡る競
争に強く晒されています。尾根部の植物は高いところに生えているので光を
獲得するのに枝を横に伸ばせば足りますが、谷部の植物は光を求めて上へ上
へと幹を伸ばす必要があります。その結果、谷が深い水源地の森では 30m
を超える樹高の植物が生育するようになります。水源地の森ではシオジやサ
ワグルミが競うように樹冠を高くあげていますが、これらの植物は光を求め
て成長した結果です。非常に高い樹高の木々が見られるのは、渓畔林の特徴
といえます。
　もうひとつの特徴は、河川による攪乱に晒されることです。河川では、大

図１　水源地の河畔林（2014/6/15）

図３　どっしりとした存在感を持つカツラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2014/9/28）

図２　林冠に向けて幹を高く伸ばすシオジ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2014/9/28）

図４　枝先から垂れ下がるサワグルミの果穂　（2014/6/14）

　水源地の森は源流域を形づくる広大な森林を形成していますが、一口に森林といっても、尾根部や山腹部、谷
部とそれぞれに生育する植物は異なってきます。森林景観に大きな影響を与える樹木も、それぞれの立地環境に
応じて生育する種類が異なっています。今回は渓流沿いの樹木に注目してみます。

横田岳人（龍谷大学理工学部准教授、日本森林学会会員）
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水が出るたびに川は溢れ、谷いっぱいに広がります。植物が生えていた場
所も大水が襲います。その場所に生育するのは、大水に押し流されずに耐
えたものと、流されてもすぐに侵入してくるものがほとんどです。河畔林
に生育する植物は、数十年に一度、数年に一度、季節ごとの大水に絶えず
晒されながら、その場所で生き抜いています。たびたび訪れる攪乱の影響
を受けて成立するのも、渓畔林の特徴です。流れに抗するには、シオジの
ようにしっかりと根を張り根で岩を抱きかかえて流されないように耐えも
のと、カツラのように幹の根元から萌芽を多く出し、萌芽を幹に癒合させ
ながら大きく太く大地に根を下ろして攪乱に耐えるものがあります。どち
らの耐え方でも、自然の厳しさの中で生き抜く樹木の力強さを感じさせて
くれます。
　水源地の森の沢沿いで最も目立つ樹木はシオジです。羽状複葉を持った
高木の落葉広葉樹で、高さ 30m以上、直径も 1m以上になることがあり
ます。大水の耐え抜く粘り強い幹は、建築材やスキー板、野球のバットな
ど、粘り強さが発揮される用途に使われます。トネリコやアオダモの仲間
で、秋には大きな翼果を付けます。翼果が自然落下する頃、外観上は種子
が成熟しているように見えても、内部はまだ未成熟で、落下後に徐々に成
熟していきます。後熟と呼ばれる種子成熟を行う、ちょっと変わった性質

を持っています。落下後すぐに発芽するのではなく、少し時間をかけて発芽する性質は、攪乱で発芽環境が変化する場所に
生育する植物にとって有利なのかも知れません。
　河畔で樹木の力強さを感じさせてくれる植物の一つにカツラがあります。落葉樹の落ち葉が少しずつ林床に積もる頃に、
渓流を抜ける風が甘い香りを運んできてくれます。カツラの落ち
葉から得られる香りです。マルトールと呼ばれる芳香成分で、キャ
ラメルの甘い香りと同じ物質です。葉に含まれていた二次代謝物
質（光合成を用いて生産された炭水化物を利用して植物が生成し
た物質）が、水分を含んで分解して生成されます。こんなカツラは、
稀に生じる大規模な崩壊や土石流の時に更新し、いったん定着す
ると萌芽によって個体を維持し続けると考えられています。水源
地の森にも所々に大きな個体が見られます。出会うと根元に歩み
寄って見上げたくなる。そんな樹木です。
　河畔林を代表する高木をもうひとつ紹介します。クルミの仲間
のサワグルミです。平地で樹木を眺めた場合には、広葉樹は枝
葉を左右に大きく広げ、ずんぐりとした樹形を持つイメージがあ
りますが、谷沿いにあるサワグルミはまっすぐ幹を伸ばし、高い
樹高を持つのが印象的です。ノグルミは短い果序に丸い大きな果実をつけますが、サワグルミは紐状の果穂が垂れ下がり、
1cm程度の小さな実をつけます。小さな実ですが、クルミ同様硬い殻に包まれており、中身を食べるのは大変です。金槌
で叩き割り、爪楊枝で殻にこびりつく実の部分を味わうと、小さいながらもクルミの味がする。そんな植物です。
　今回は河畔林の特徴と河畔林を構成する高木を少し紹介しました。水源地の森を歩きながら、沢沿いの木々を見上げ、河
畔の樹々が過ごしてきた年月に想いを馳せては如何でしょうか。

＜参考文献＞
日本植生誌　近畿編，宮脇昭編，至文堂（1984）
山渓ハンディ図鑑 3　樹に咲く花　離弁花１，茂木透（写真）、石井英美・崎尾均・吉山寬ほか（解説），山と渓谷社（2000）
山渓ハンディ図鑑 5　樹に咲く花　合弁花・単子葉・裸子植物，茂木透（写真）、城川四郎・高橋秀男・中川重年ほか（解説），
山と渓谷社（2001）
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　水源地の森に入る場合、林道終点まで車で行き、そこからは徒
歩で森林内に入ることになります。林道が川沿いに敷設されてい
るため、森への道のりは必然的に川を意識することになります。
林道終点付近や登山道の一部にはスギの植栽林が成立しています
が、川の上流へと進むにつれて、落葉広葉樹の森林の割合が多く
なってきます。その川沿いに成立している植生が河畔林と呼ばれ
るものです。
　水源地の森のツアーでキノコ股方面に向かうと、山の斜面を
登ったり沢筋に下ったり繰り返しながら、少しずつ川の上流へと
登ります。標高のやや低い沢の入口付近は、周囲の植生は常緑広
葉樹が優占する植生が広がります。この常緑広葉樹が優占する地
域の河畔林は、「アブラチャン－ホソバタブ群集」と呼ばれる植生です。水源地の森ではホソバタブはそれほど目立ちませ
んが、高木層にはツクバネガシやウラジロガシが渓流を覆い隠すように広がり、下層植生にコガクウツギ、クマノミズキ、
フサザクラ、ミカエリソウ、ミズヒキ、アブラチャン、といった植物が生育します。ただし、現在はニホンジカの影響で下
層植生が失われている場所が増えていますが。
　川沿いを更に奥へと進むと、周囲の植生は徐々に落葉広葉樹へと移り変わ
り、川沿いの植生も落葉広葉樹の河畔林へと変化します。「ヤハズアジサイ
―サワグルミ群集」と呼ばれ、紀伊半島のブナ帯の山地渓畔林を構成する群
集ですが、水源地の森を代表する河畔林といって良いでしょう。この群集は、
ヤハズアジサイとサワグルミによって、他の地域の植生と区別されます。高
木には、サワグルミ、シオジ、トチノキ、カツラが見られ、ヒメシャラ、ガ
クウツギ、ヤハズアジサイ、アオダモ、マユミ、タニギキョウ、テバコモミ
ジガサ、トチバニンジンといった植物たちが、この植生を彩ります。
　河畔林に生育する樹木の特徴は何でしょうか。渓畔林は谷部に成立する植
生ですから、尾根と尾根が重なりあう合間の狭い谷では、植物は光を巡る競
争に強く晒されています。尾根部の植物は高いところに生えているので光を
獲得するのに枝を横に伸ばせば足りますが、谷部の植物は光を求めて上へ上
へと幹を伸ばす必要があります。その結果、谷が深い水源地の森では 30m
を超える樹高の植物が生育するようになります。水源地の森ではシオジやサ
ワグルミが競うように樹冠を高くあげていますが、これらの植物は光を求め
て成長した結果です。非常に高い樹高の木々が見られるのは、渓畔林の特徴
といえます。
　もうひとつの特徴は、河川による攪乱に晒されることです。河川では、大

図１　水源地の河畔林（2014/6/15）

図３　どっしりとした存在感を持つカツラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2014/9/28）

図２　林冠に向けて幹を高く伸ばすシオジ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2014/9/28）

図４　枝先から垂れ下がるサワグルミの果穂　（2014/6/14）

　水源地の森は源流域を形づくる広大な森林を形成していますが、一口に森林といっても、尾根部や山腹部、谷
部とそれぞれに生育する植物は異なってきます。森林景観に大きな影響を与える樹木も、それぞれの立地環境に
応じて生育する種類が異なっています。今回は渓流沿いの樹木に注目してみます。

横田岳人（龍谷大学理工学部准教授、日本森林学会会員）



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
⑨木を育てることは
   「子育て」と同じ「源流学」「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　
平
成
27
年
（
２
０
１
５
）
11
月
１
日
、
橿
原

市
で
大
台
ヶ
原
・
大
峯
山
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー

ク
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
ま
し
た
。〝
ユ
ネ

ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
〞
と
は
、
生
態
系
や
生
物
多

様
性
を
保
全
し
て
自
然
に
学
ぶ
と
と
も
に
文

化
・
経
済
・
社
会
的
に
持
続
可
能
な
発
展
を
目

指
す
地
域
の
こ
と
で
、
世
界
遺
産
が
保
護
・
保

全
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、〝
ユ
ネ
ス

コ
エ
コ
パ
ー
ク
〞
は
自
然
と
人
間
社
会
の
共
生

に
重
点
が
置
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
大
台
ヶ
原
・
大
峯
山
一
帯
は
、
貴
重
な
植

生
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
大
峯
修
験
・
吉
野
林

業
な
ど
古
く
か
ら
人
が
自
然
と
か
か
わ
っ

て
い
る
地
域
と
し
て
、
す
で
に
昭
和
55
年

（
１
９
８
０
）
に
登
録
さ
れ
、
現
在
そ
の
範
囲

拡
張
に
向
け
て
再
申
請
の
手
続
き
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
川
上
村

と
上
北
山
村
の
間
に
広
が
る
大
台
ヶ
原
で
す
。

　
こ
の
大
台
ヶ
原
に
は
〝
ユ
ネ
ス
コ
エ

コ
パ
ー
ク
〞
が
謳
う
、
自
然
と
人
間

社
会
の
共
生
を
現
わ
す
か
の
よ
う
な

大
き
な
銅
像
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
大
台
ヶ
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
横
か

ら
、
ブ
ナ
や
ト
ウ
ヒ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
の
林
を
抜

け
、
笹
原
を
横
切
り
、
熊
野
灘
や
大
峰
山
系
を

望
み
な
が
ら
、
牛
石
ヶ
原
と
い
う
所
に
た
ど

り
着
く
と
「
腰
掛
け
石
」
と
い
う
岩
に
初
代

天
皇
の
神
武
天
皇
の
銅
像
が
立
っ
て
い
ま
す
。

　
上
北
山
村
の
伝
説
で
は
「
大
和
へ
向
っ
た

神
武
天
皇
は
、
熊
野
市
の
二
木
島
湾
に
上
陸
し

て
吉
野
に
入
ら
れ
、
大
台
ヶ
原
の
牛
石
ヶ
原
で

休
憩
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
腰
掛
け
ら
れ

た
の
が
腰
掛
け
石
で
あ
る
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
人
々
が
自
然
に
親
し
み
、
自
然
と
共
に
生

き
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
大
台
教
会
を
設

立
し
た
古
川
嵩
（
１
８
６
０
〜
１
９
３
０
）

は
、
大
台
ヶ
原
を
開
い
た
先
人
た
ち
の
偉
業

を
顕
彰
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
き
、
上
北

山
村
の
伝
説
を
知
り
、
浄
財
を
募
り
神
武
天

皇
像
を
建
立
す
る
こ
と
に
し
た
そ
う
で
す
。

　
た
だ
初
代
天
皇
の
像
が
小
さ
く
て
は
い
け

な
い
と
高
さ
２
メ
ー
ト
ル
も
の
銅
像
に
し
た

た
め
、
重
量
は
４
、５
０
０
㎏
に
も
な
り
ま

し
た
。
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
も
大
台
ヶ
原
ま
で
の

自
動
車
道
も
無
か
っ
た
時
代
で
す
の
で
、
銅

像
を
６
個
の
パ
ー
ツ
に
分
け
、
大
阪
市
内
の

工
房
か
ら
尾
鷲
市
ま
で
海
路
運
搬
し
、
荷

揚
げ
後
に
木
馬
に
載
せ
た
り
天
秤
棒
で
担

い
だ
り
、
山
道
を
拡
幅
し
な
が
ら
、
延
べ

１
、６
０
０
人
の
人
手
と
80
日
の
日
数
を
か

け
て
大
台
ヶ
原
ま
で
運
び
上
げ
、
昭
和
３
年

（
１
９
２
８
）
８
月
19
日
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
28
年
（
２
０
１
６
）
は
、
大
台
ヶ
原
が

含
ま
れ
る
吉
野
熊
野
国
立
公
園
の
指
定
80
周

年
、
神
武
天
皇
没
後
２
６
０
０
年
に
当
た
り
ま

す
。
吉
野
の
自
然
と
人
間
社
会
と
の
共
生
を
考

え
る
た
め
、大
台
ヶ
原
に
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

参
考
文
献
　
鈴
木 

林
『
大
台
ヶ
原
開
山
記
―

古
川
嵩
伝
記
―
』
近
代
文
芸
社
　
２
０
０
１
年
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吉野川・紀の川流域の遺跡

大
台
�
原
と
神
武
天
皇

大
台
�
原
と
神
武
天
皇

そ
の
二
一
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

わ
し
の
80
数
年
に
渡
る
人
生
を
振
り

返
っ
て
、
半
世
紀
あ
ま
り
の
山
造

り
の
歴
史
の
中
で
、
山
に
教
え
て

も
ら
っ
た
こ
と
は
、
数
知
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。

そ
の
な
か
で
も
、
木
を
育
て
る
こ
と
は
、
親
が

子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と

だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
。
そ
れ
は
１
０
０

年
育
っ
た
木
も
、
１
０
０
０
年
生
き
て
き
た
木

も
、
元
は
と
い
え
ば
、
一
粒
の
種
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。わ

し
が
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
林
業
、

す
な
わ
ち
、
杉
や
ヒ
ノ
キ
の
人
工

林
は
、「
母
樹
」
と
い
っ
て
な
、
母

な
る
木
か
ら
種
を
採
取
し
て
育
て
て
い
く
こ
と

か
ら
始
ま
る
ん
や
。
こ
の
「
母
樹
」
は
、
だ
い

た
い
樹
齢
80
年
か
ら
１
０
０
年
過
ぎ
た
木
の
中

で
姿
や
形
の
整
っ
た
も
の
を
選
ん
で
い
る
。
な

ぜ
か
と
言
う
と
、
木
も
人
と
同
じ
よ
う
に
、
親

に
似
る
確
立
が
約
70
％
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら

や
。せ

っ
か
く
や
か
ら
、
山
造
り
の
簡
単

な
流
れ
を
説
明
し
な
が
ら
、
話
し

て
い
こ
う
か
な
。
植
林
さ
れ
た
山

を
造
っ
て
い
く
に
は
、
ま
ず
秋
に
「
母
樹
」
か

ら
球
果
（
き
ゅ
う
か
）
を
採
取
す
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
る
。
そ
れ

を
天
日
干
し
し
て

乾
燥
さ
せ
る
と
、

表
面
が
割
れ
て
、

中
か
ら
ゴ
マ
の
よ

う
な
種
が
出
て
く

る
。
こ
れ
を
３
〜

４
月
の

間
に
畑

に
ま
い

て
、
３

年
間
は
、

こ
の
ま

ま
畑
で
、

芽
取
り
や
床
替
え
（
と
こ
が
え
）

と
い
う
手
入
れ
を
す
る
。
こ
こ
ま

で
は
、
人
間
が
全
部
世
話
し
た
ら

な
あ
か
ん
。

そ
う
し
て
３
年
経
つ
と
、

丈
が
だ
い
た
い
60
〜

70
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に

成
長
す
る
の
で
、
そ
の
苗
木
を
山

に
持
っ
て
行
っ
て
、
よ
う
や
く
植

え
る
ん
や
。
こ
れ
が
植
林
の
始
ま

り
や
。
川
上
村
で
は
、
室
町
時
代

の
１
５
０
０
年
ご
ろ
か
ら
植
林
が

始
ま
っ
た
と
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

人
間
だ
と
、
出
産
後
、
親
の
手
元

で
愛
情
を
持
っ
て
育
て
ら
れ
、
や

が
て
保
育
園
や
幼
稚
園
に
行
く
時

期
で
あ
り
、
共
同
生
活
の
始
ま
り

で
も
あ
る
。

一
方
、
山
に
植
え
ら
れ
た

苗
木
は
、
そ
の
後
、
５

〜
６
年
間
は
、
木
の
成

長
を
助
け
る
た
め
に
、
毎
年
１
〜

２
回
の
下
草
刈
り
を
行
う
。
こ
の

時
期
を
過
ぎ
る
と
苗
木
も
ぐ
〜
ん

と
成
長
し
、
２
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

に
な
っ
て
き
て
、
も
う
下
草
に
は
負

け
な
い
よ
う
に
な
り
、
ひ
と
安
心
だ
。

人
間
の
子
ど
も
も
、
こ
の
年
代
に
な
っ

た
ら
、
小
学
校
へ
通
う
こ
ろ
に
な
っ

て
い
る
。そ

れ
か
ら
、
山
の
方
は
下

草
刈
り
か
ら
、
つ
る
切

り
や
下
枝
を
落
と
す
手
入

れ
に
作
業
が
変
わ
っ
て
い
く
。
植
林

し
て
12
年
目
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
木

の
高
さ
も
７
〜
８
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

に
成
長
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
山
は
、

植
栽
木
と
競
争
す
る
よ
う
に
雑
木
が

茂
っ
て
き
て
、
造
林
木
の
生
長
を
妨

げ
る
の
で
、
雑
木
を
刈
り
払
う
手
入

れ
を
す
る
。
同
時
に
、枝
打
ち
も
す
る
。

そ
の
時
期
が
過
ぎ
る
と
、
山
の
木
も

人
の
手
を
借
り
ず
に
ひ
と
り
で
大
き

く
育
っ
て
い
く
。
人
間
の
子
ど
も
も
、

い
よ
い
よ
中
学
校
を
卒
業
し
て
高
校

生
に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
親
か
ら
離
れ

て
い
く
年
代
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
の
山
の
木
は
、
枝
打

ち
も
終
わ
り
、
後
は
、
間

伐
と
い
っ
て
、
時
々
、
ま

び
き
を
繰

り
返
す
の

み
と
な
り
、

樹
齢
も
25

年
ぐ
ら
い

に
な
る
と
、

ほ
と
ん
ど

人
の
手
を

借
り
ず
に

自
然
環
境

の
影
響
を

受
け
て
、

子
孫
を
残

し
、
最
後

は
人
の
手

に
よ
っ
て

伐
採
さ
れ
た
り
、
自
然
災
害
等
に
見
舞
わ
れ
倒

れ
た
り
し
て
、そ
の
木
の
一
生
が
終
わ
る
の
だ
。

そ
し
て
、
人
間
も
同
じ
よ
う
に
、
高
校
や
大
学

を
卒
業
し
て
社
会
人
と
な
り
、
親
の
手
か
ら
離

れ
、
社
会
の
荒
波
と
戦
っ
て
、
一
人
前
の
人
間

に
な
り
、
結
婚
し
て
子
孫
を
残
し
、
一
生
を
終

え
る
。こ

う
し
て
み
る
と
生
き
る
年
代
に
長

い
、
短
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
木
の

一
生
と
人
の
一
生
に
は
共
通
す
る

と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
人

の
寿
命
は
、長
く
生
き
て
も
１
０
０
年
ぐ
ら
い
。

そ
れ
に
比
べ
て
木
は
、
何
百
年
も
何
千
年
も
生

き
続
け
、
人
間
の
営
み
に
与
え
て
く
れ
る
恵
み

は
計
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。あ
ら
た
め
て
、

木
を
育
て
る
こ
と
の
大
切
さ
を
痛
感
す
る
。
わ

し
は
木
を
育
て
る
こ
と
は
、
人
を
育
て
る
こ
と

だ
と
思
い
、「
育
林
（
い
く
り
ん
）
は
、育
人
（
い

く
じ
ん
）
か
ら
」、
山
造
り
は
、
人
造
り
か
ら

を
理
念
と
し
て
、
木
を
育
て
る
こ
と
に
長
年

専
念
し
て
き
た
。
１
本
の
木
に
は
、
そ
れ
だ

け
の
人
の
手
と
思
い
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
、

知
っ
て
も
ら
え
た
ら
え
え
な
と
思
っ
て
い
る
。

子どもたちに伝えたい「源流学」
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写真 2　現在の神武天皇像　全景

※昔の写真と比べると、銅像背後の木々が少なくなって
　きています。

写真３　神武天皇像　左：建立直後の右：現在

写真１　建立直後の神武天皇像　全景
　　　　（昭和 3～ 8年（1929 ～ 1933 年）頃）

※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。

植え付け

枝打ち

約 300年育てられた人工林

下草刈り



　
夏
に
病
床
を
訪
問
し
た
と
き
、
い
つ
ま
で
も

樹
と
森
を
守
り
、
き
れ
い
な
水
を
流
し
て
い
く

こ
と
を
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
、
も
っ
と
も
っ

と
が
ん
ば
る
よ
う
に
、
こ
ち
ら
が
元
気
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
吉
野
川
紀
の
川
の
源
流
か
ら
流
れ

る
水
に
は
、
多
く
の
人
の
尊
い
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
ま
た
実
感
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
大
辻
康
夫
さ
ん
へ
「
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。長
い
間
お
疲
れ
様
で
し
た
。き
っ

と
今
も
流
れ
る
ふ
る
さ
と
の
川
で
、
ゆ
っ
く
り

と
癒
さ
れ
て
く
だ
さ
い
」。
私
た
ち
は
こ
れ
か

ら
も
多
く
の
人
た
ち
の
お
世
話
に
な
り
な
が
ら

で
す
が
、
こ
の
財
団
の
取
組
み
が
有
益
な
も
の

で
あ
る
よ
う
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　
私
た
ち
の
財
団
や
森
と
水
の
源
流
館
の
活
動

は
多
く
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
、
応
援
を
い
た

だ
き
な
が
ら
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
お
ひ
と
り

お
ひ
と
り
を
こ
の
誌
面
で
紹
介
し
、
感
謝
の
言

葉
を
お
伝
え
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
な
か

な
か
叶
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
号
の
誌
面
を
借

り
、
ど
う
し
て
も
一
言
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
大
辻
康
夫
さ
ん
。
去
る
平
成
27
年
９
月
２
日

に
89
歳
に
て
永
眠
を
さ
れ
ま
し
た
。
康
夫
さ
ん

は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
N
Ｐ
O
）
奈
良

21
世
紀
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
事
務
局
長
や
理
事
と
し

て
森
と
水
の
源
流
館
の
設
立
当
初
か
ら
い
つ
も

支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
康
夫
さ
ん
は
、
川

上
村
高
原
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
18
歳
で
東
京
の

大
学
へ
進
学
し
、
村
を
離
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ

公
益
財
団
法
人

　
吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　
忠
大

事
務
局
長

大
辻
康
夫
さ
ん
へ
の
感
謝
を
こ
め
て

大
辻
康
夫
さ
ん
へ
の
感
謝
を
こ
め
て

1

か
ら
も
い
つ
も
心
に
あ
っ
た
の
は
、「
ふ
る
さ

と
の
川
と
き
れ
い
な
水
」
だ
っ
た
と
折
に
ふ
れ

て
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
思
い
が
N
Ｐ
O

の
活
動
の
原
点
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
康
夫
さ
ん
は
、
あ
る
と
き
偶
然
、
大
和
平
野

の
農
家
の
人
た
ち
の
会
話
を
耳
に
し
ま
し
た
。

「
吉
野
川
分
水
を
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、

お
い
し
い
お
米
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

そ
の
こ
と
を
度
々
に
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
ま

し
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
小
学
校
へ
の
出
前
授

業
の
中
で
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
川
上
村

の
『
川
上
宣
言
』
や
そ
れ
を
め
ざ
す
取
組
み
を

誇
り
に
思
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
時
に
は
、

そ
の
熱
心
な
思
い
に
私
た
ち
が
応
え
ら
れ
ず
、

厳
し
く
お
叱
り
い
た
だ
い
た
こ
と
も
懐
か
し
く

思
い
出
し
ま
す
。

　
康
夫
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
N
Ｐ
O
で
は
、

毎
年
森
と
水
の
源
流
館
で
行
っ
て
い
た
「
吉
野

川
紀
の
川
源
流
ま
つ
り
（
ふ
れ
あ
い
デ
ー
）」

の
催
し
に
参
画
い
た
だ
き
、
長
野
県
の
川
上
村

か
ら
レ
タ
ス
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
獲
れ
た
て

の
新
鮮
野
菜
を
販
売
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
初
の
頃
は
ご
自
身
と
お
仲
間
で
直
接
、
仕
入

れ
の
た
め
に
信
州
ま
で
車
を
走
ら
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
冷
蔵
宅
配
便
の
費

用
の
負
担
も
大
き
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
毎
回

早
朝
か
ら
村
民
を
は
じ
め
参
加
者
が
列
を
つ
く

る
様
子
を
見
て
、
ま
た
次
の
年
も
、
そ
の
次
も

年
も
・
・
振
り
返
る
と
平
成
16
年
か
ら
直
近
開

催
の
平
成
25
年
ま
で
、
途
中
23
年
の
紀
伊
半
島

大
水
害
の
影
響
で
中
止
と
な
っ
た
１
回
を
除

き
、10
年
間
９
回
の
出
展
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
前
号
で
紹
介
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
陶
芸
展

で
の
協
力
や
、
私
た
ち
が
催
す
講
演
会
な
ど
へ

の
サ
ポ
ー
ト
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
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　「
昔
か
ら
よ
く
食
べ
た
山
菜
は
な
ん
で
す

か
？
」。
川
上
村
の
年
配
の
方
に
聞
い
て
み
る

と
、
圧
倒
的
に
帰
っ
て
く
る
答
え
が
「
イ
タ
ド

リ
、
ク
サ
ギ
ナ
（
ク
サ
ギ
）、
ナ
キ
ナ
（
ハ
ナ

イ
カ
ダ
）」で
し
た
。
ち
ま
た
で「
山
菜
の
王
様
」

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
タ
ラ
の
芽
な
ど
は
、
食

べ
る
地
区
も
あ
り
ま
し
た
が
、「
昔
は
知
ら
な

か
っ
た
」
と
か
、知
っ
て
い
て
も
「
ね
ば
っ
て
、

気
持
ち
悪
い
」
な
ど
の
お
話
を
聞
い
て
、
少
し

調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
そ
も
そ
も
山
村
の
山
菜
は
、「
生
き
る
た
め

に
食
べ
る
」と
い
う
大
切
な
前
提
が
あ
り
ま
す
。

ク
サ
ギ
や
ハ
ナ
イ
カ
ダ
は
、
林
業
が
盛
ん
な
川

上
村
な
ら
で
は
の
食
べ
も
の
で
し
た
。
聞
き
取

り
を
し
た
一
人
、
I
さ
ん
に
よ
る
と
、
皆
伐
し

た
明
る
い
と
こ
ろ
に
た
く
さ
ん
生
え
て
き
た
そ

う
で
す
が
、
林
業
の
不
振
と
と
も
に
明
る
い
皆

伐
地
が
少
な
く
な
っ
て
大
量
に
採
れ
な
く
な
っ

た
と
悲
し
そ
う
に
話
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
昔
食
べ
ら
れ
て
い
た
ク
サ
ギ
の
食

べ
方
（
加
工
方
法
）
を
聞
き
取
り
、
写
真
と
と

も
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

　※
食
べ
る
と
き
は
、
も
う
一
度
ゆ
が
い
て
一
晩

水
に
さ
ら
し
て
、
あ
く
抜
き
を
し
、
豆
や
ジ
ャ

ガ
イ
モ
な
ど
と
一
緒
に
炊
い
て
食
べ
ま
す
。

あ
っ
た
、
し
ん
ど
か
っ
た
け
れ
ど
、
楽
し
か
っ

た
と
い
う
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
っ
と

多
く
の
方
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
き
、
一
緒

に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
森
づ
く
り
を
つ
づ
け
て

い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
辺
で
は
、
源
流
学
の
森
の
他
に
、
和
歌

山
市
や
関
西
電
力
労
働
組
合
の
方
も
森
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
人
が
手
を
か
け
た
一

帯
の
森
が
元
気
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
目
に
見

え
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
う
い
え
ば
、
昨
年
度
、
試
し
に
シ
カ
除
け

ネ
ッ
ト
を
設
置
し
た
中
に
木
が
生
え
て
き
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
は
効
果
あ
り
か
も
。

　
10
月
25
日
（
日
）、
朝
晩
は
寒
い
で
す
が
、

昼
間
は
動
く
と
う
っ
す
ら
と
汗
ば
む
程
度
で
森

づ
く
り
に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
気
候
で
す
。
源
流

学
の
森
で
は
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ

の
木
が
紅
葉
し
て
い
ま
し
た
。
ド
ン
グ
リ
が
た

く
さ
ん
成
っ
て
い
た
の
で
、
動
物
に
食
べ
つ
く

さ
れ
な
け
れ
ば
次
の
世
代
の
木
も
育
っ
て
、
森

が
大
き
く
な
る
と
い
い
な
。

　
20
年
ほ
ど
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

こ
の
取
り
組
み
に
、
水
源
地
の
森
ツ
ア
ー
に
参

加
し
た
時
に
興
味
を
も
っ
た
と
方
を
は
じ
め
、

今
回
は
10
名
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
作
業
し
て
く

だ
さ
り
、
主
に
林
内
歩
道
を
補
修
し
ま
し
た
。

崩
れ
た
道
を
歩
き
や
す
く
な
ら
し
た
り
、
す
べ

り
や
す
い
箇
所
に
階
段
を
付
け
た
り
、
と
く
に

岩
場
で
は
悪
戦
苦
闘
で
す
。
補
修
の
材
料
は
も

ち
ろ
ん
現
場
で
調
達
す
る
の
で
間
伐
を
し
て
、

自
分
た
ち
で
加
工
し
ま
す
。
何
度
も
参
加
さ
れ

た
方
が
初
め
て
の
方
へ
や
り
方
を
教
え
る
場
面

も
あ
り
ま
し
た
。

　
作
業
の
後
、
途
中
の
林
道
が
崩
れ
て
い
る
箇

所
を
目
の
当
た
り
に
し
て
唖
然
と
さ
れ
た
そ
う

で
、
森
の
大
切
さ
を
し
み
じ
み
と
考
え
た
、
木

を
伐
る
以
外
も
色
々
と
作
業
の
や
り
が
い
が

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

１．やわらかいクサギの新芽を摘み
取り水洗いします。葉柄は取り除き
ます

源流学の森に向かう林道の崩壊箇所 

２．たっぷりの熱湯で数分間かき混
ぜながら鮮やかな緑色になるまでゆ
でる

３．熱いうちによくもむ４．天日で 1週間ほど干して完成

源流学の森で除伐作業をしました

平成 17 年の「ふれあいデー」にて

平成 24 年森と水の源流館 10 周年の鏡開きにて

川
上
村
の
山
菜

川
上
村
の
山
菜

「
ク
サ
ギ
」

「
ク
サ
ギ
」

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

   

月    

日
（
日
）

25
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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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個人
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団体
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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。

7

発行日：平成27年11月発行

TEL：0746-52-0888
発行所：公益財団法人吉野川紀の川源流物語　森と水の源流館表紙の写真：ホソバオキナゴケ：マッチ棒みたいにとびだしているのは

胞子体。ハリネズミみたい。

源流のひとしずく源流のひとしずく 秋　第34号秋　第34号

　
8
月
1
日
（
土
）、
今
年
も
ト
ヨ
タ
自
動
車

様
協
賛
の
「A

Q
U
A
 SO
CIA
L FES!! 

き
れ

い
な
吉
野
川
を
未
来
に
残
そ
う
〜
」
と
し
て
、

奈
良
新
聞
社
様
と
共
催
で
行
い
ま
し
た
。
当
日

は
、
午
前
と
午
後
の
２
回
に
分
け
て
、
合
わ
せ

て
１
４
７
人
が
参
加
し
て
開
催
し
ま
し
た
。

　
今
年
も
谷
幸
三
先
生
を
講
師
に
招
き
、
吉
野

川
源
流
部
の
支
流
、
蜻
蛉
の
滝
直
下
の
音お
と
な
し
が
わ

無
川

の
浅
瀬
で
水
生
生
物
を
採
集
し
、
出
現
種
を
記

録
し
ま
し
た
。
記
録
さ
れ
た
種
は
、
き
れ
い
な

水
に
す
む
種
17
種
、
や
や
き
れ
い
な
水
に
す
む

種
9
種
、
汚
れ
た
水
に
す
む
２
種
、
と
て
も
汚

れ
た
水
に
す
む
種
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

ら
の
出
現
種
数
か
ら
、
調
査
地
の
水
質
は
良
好

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

　
観
察
の
あ
と
は
、
谷
先
生
か
ら
環
境
を
守
る

こ
と
に
つ
い
て
楽
し
く
学
び
ま
し
た
。

　
8
月
9
日
（
日
）、
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
蜻

蛉
の
滝
周
辺
で
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
、
31

人
の
参
加
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。
講
師
に
伊
藤

ふ
く
お
先
生
（
昆
虫
生
態
写
真
家
）、
古
山
暁

先
生
（
和
歌
山
大
学
大
学
院
生
）
を
迎
え
、
夏

に
川
上
村
で
見
ら
れ
る
身
近
な
虫
や
生
き
物
に

つ
い
て
、
観
察
し
ま
し
た
。
観
察
し
た
昆
虫
類

を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
み
る
と
、
31
種
類
も
い

ま
し
た
。
夏
の
虫
の
代
表
選
手
、
セ
ミ
は
4
種

類
い
ま
し
た
が
、最
近
温
暖
化
の
影
響
も
あ
り
、

特
に
都
市
部
で
増
加
し
て
い
る
ク
マ
ゼ
ミ
が
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
な
ど
が
一
つ
の
川
上

村
の
特
徴
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
ご
指
導
い
た
だ
い
た
講
師
の
伊
藤
先
生
、
古

山
先
生
、
ご
参
加
の
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

水
生
生
物
を
し
ら
べ
よ
う

水
生
生
物
を
し
ら
べ
よ
う

〜
き
れ
い
な
吉
野
川
を
未
来
に
残
そ
う
〜

　

〜
き
れ
い
な
吉
野
川
を
未
来
に
残
そ
う
〜

　

A
Q
U
A
 SO
C
IA
L FES!! Presents

8
月
１
日
土

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

夏
の
虫
を
し
ら
べ
よ
う

夏
の
虫
を
し
ら
べ
よ
う

8
月
9
日
日

調
査
結
果

きれいな水　（17種）
カジカガエル（幼生・成体）・シロタニカワカゲロウ・モンキ
マメゲンゴロウ・オオヤマカワゲラ・オオアメンボ・オジロ
サナエ・ミルンヤンマ・サワガニ・フタスジモンカゲロウ・
ナベブタムシ・オナガミズスマシ・ヒゲナガカワトビケラ・
ムカシトンボ・ミヤマカワトンボ・ナミウズムシ・シマアメ
ンボ・アサヒナカワトンボ

ややきれいな水　（５種）
・カワヨシノボリ・アブラハヤ・カワニナ・アカハライモリ・
クロスジヘビトンボ・ヒラタドロムシ・ダビドサナエ・コオ
ニヤンマ・コヤマトンボ

汚れた水でもすめる種　（１種）　
　・ガガンボの幼虫・シロフアブ　　

昆　虫
アブラゼミ／ミンミンゼミ／ニイニイゼミ／ヒグラシ／カラスア
ゲハ／アオスジアゲハ／クロアゲハ／キタキチョウ／エダシャク
ガ（幼虫）／オオゴキブリ／モリチャバネゴキブリ／オオシオカ
ラトンボ／ウスバキトンボ／オニヤンマ／コオニヤンマ／セグロ
アシナガバチ／スギハラクモバチ／クモバチの 1 種／アオハナ
ムグリ／スジコガネ／ルリセンチコガネ／コイチャコガネ／オオ
ヨスジハナカミキリ／キマワリ／アトボシサビカミキリ／ウスバ
カゲロウ／クサギカメムシ／チャバネアオカメムシ／フタホシカ
メムシ／ハサミツノカメムシ／クルマバッタモドキ

昆虫以外の生き物
シーボルトミミズ／ババヤスデ／ザトウムシ／ニホントカゲ

見
つ
か
っ
た
生
き
物
リ
ス
ト

上）虫のことをわかりやすく説明していただいた伊藤ふくお先生
下）地面の虫をこどもたちと一緒に探す古山暁先生

川の生き物をざるを使って
探しました

岩の裏にはカワヨシノボリの卵
が見つかりました

ざるにかかったナベブタムシ谷先生のお話は大変楽しかったです


