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十五の春、あらたな可能性に向けたスタート！
4 月 29 日、私たちは設立 15 周年を迎えます。これまでご支援を
いただきました多くのみなさまに心から感謝申し上げます。
源流からの清らかな流れに導かれるように、私たちは多くの人々
と出会い、つながりながら歩んでいます。つながる意味や意義を
感じてもらえるよう、伝えつづけることが私たちの役割だと思い
ます。ふりかえり、また先を見て・・。そんな気持ちでこの記念
号を企画しました。どうぞお楽しみください。

　公益財団法人 吉野川紀の川源流物語　事務局長　尾上　忠大



と
い
う
ハ
コ
モ
ノ
を
つ
く
る
だ
け
で
は
な
い
、

そ
の
し
く
み
に
も
精
神
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と

も
感
じ
ま
す
。
ま
た
天
然
林
を
買
っ
て
保
全
す

る
と
い
う
行
動
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の

精
神
を
伝
え
る
こ
と
で
、
こ
の
財
団
が
大
き
い

役
割
を
担
っ
て
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

---------------------------------------------------------------------

よ
い
人
と
の
出
会
い
を
つ
な
げ
て
き
た
。

そ
れ
は
流
域
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。

　

多
く
の
よ
い
人
と
の
出
会
い
が
あ
っ
て
、
村

の
歩
み
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
役

場
の
職
員
だ
け
で
な
く
、
源
流
館
の
ス
タ
ッ
フ

も
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
、
活
動
を
と
も
に

し
て
く
れ
て
い
る
民
間
の
人
、
た
と
え
ば
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
も
集
ま
っ
て
く
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
も
水
源
地
の
村
づ
く
り
の
精
神
が

生
き
て
い
る
と
思
う
。
そ
し
て
紀
の
川
や
吉
野

川
分
水
に
よ
る
流
域
連
携
が
期
待
以
上
に
進
ん

で
い
ま
す
。

　
「
お
か
げ
米
」
が
代
表
的
な
で
き
ご
と
で
し

た
。
大
和
平
野
か
ら
９
ト
ン
の
お
米
が
水
源
地

へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
届
け
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
大
き
な
で
き
ご
と
を
そ
の
後
、
子
ど

も
た
ち
ど
う
し
、
あ
る
い
は
農
家
さ
ん
と
の
交

流
と
し
て
、
田
植
え
や
稲
刈
り
の
体
験
、
源
流

体
験
な
ど
で
継
続
を
し
て
く
れ
て
い
る
。
森
を

考
え
た
り
、
水
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
に
少
し

で
も
興
味
を
あ
る
子
ど
も
も
大
人
も
、
１
度
は

川
上
へ
行
っ
て
み
よ
う
、
勉
強
し
て
み
よ
う
と

い
う
風
に
な
れ
ば
、
最
高
で
す
ね
。
望
む
と
こ

ろ
で
す
ね
。
そ
う
い
う
登
竜
門
に
こ
の
村
が

な
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
で
す
ね
。
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平
成
29
年
４
月
29
日
、
公
益
財
団
法
人
吉
野
川

紀
の
川
源
流
物
語
（
以
下
、
財
団
）
な
ら
び
に
、

森
と
水
の
源
流
館
（
以
下
、
源
流
館
）
が
設
立

さ
れ
て
15
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
間
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
通
じ
て
、
多
く
の
人
た
ち
に
森
や

水
の
大
切
さ
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
何

度
か
各
大
臣
か
ら
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。
中
で

も
昨
年
に
は
平
成
28
年
度
過
疎
地
域
自
立
活
性

化
優
良
事
例
で
総
務
大
臣
賞
を
受
賞
。
全
国
的

に
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
15
年
を
財
団

理
事
長
で
も
あ
る
、
栗
山
忠
昭
川
上
村
長
が
振

り
返
り
ま
す
。

---------------------------------------------------------------------

ず
っ
と
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
精
神
が
あ
っ
て

こ
の
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

世
の
中
が
自
然
や
環
境
問
題
に
目
を
向
け
る

社
会
に
な
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
い
い
流
れ
に

な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
昭
和
61
年
に
村
で

開
催
さ
れ
た
「
湖
底
サ
ミ
ッ
ト
」
の
頃
か
ら
、

先
人
た
ち
は
大
滝
ダ
ム
と
あ
る
村
づ
く
り
の
こ

と
を
考
え
、「
吉
野
川
源
流
物
語
」
と
い
う
精

神
が
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
そ
の
精
神

が
し
っ
か
り
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
後
の
村
の

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。 年

を
振
り
返
っ
て

年
を
振
り
返
っ
て

1515
森
と
水
の
源
流
館

　

 

周
年
記
念
特
集
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公
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野
川
紀
の
川
源
流
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事
長
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平
成
８
年
に
で
き
た
「
川
上
宣
言
」
に
表
し

た
心
定
め
。
約
７
４
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
原
生
林

を
買
っ
た
と
い
う
覚
悟
。
そ
の
心
定
め
と
覚
悟

を
源
流
館
の
ス
タ
ッ
フ
た
ち
が
引
き
継
い
で
く

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
確
た
る
覚
悟
が
あ
っ

て
実
践
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
公
益
法
人
と
し

て
認
め
ら
れ
、
大
臣
表
彰
を
い
た
だ
く
こ
と
に

つ
な
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

大
滝
ダ
ム
の
完
成
ま
で
に
も
、
村
で
は
決
し

て
簡
単
な
道
の
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

基
本
と
な
る
心
定
め
と
覚
悟
、
つ
ま
り
精
神
が

失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
「
水
源
地
の
村
づ
く
り
」「
樹
と
水
と
人

の
共
生
」
と
い
っ
て
も
、
暑
い
時
の
エ
ア
コ
ン

や
、
空
腹
時
の
飯
の
よ
う
に
、
分
か
り
や
す
い

も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
し
っ

か
り
、て
い
ね
い
な
説
明
が
な
い
と
い
け
な
い
。

ど
う
し
た
ら
多
く
の
人
た
ち
に
理
解
を
し
て
も

ら
え
る
だ
ろ
う
か
。
川
上
村
が
生
き
て
い
く
た

め
に
、水
源
地
の
村
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、

村
民
の
心
の
糧
と
な
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

の
か
と
い
う
視
点
で
は
は
苦
労
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
粘
り
強
く
、
お

も
い
を
し
っ
か
り
つ
な
い
で
き
た
結
果
、
最
近

は
村
の
人
た
ち
も
理
解
を
し
て
く
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

---------------------------------------------------------------------

ま
ず
は
外
か
ら
の
評
価
が
集
ま
り

そ
れ
に
よ
っ
て
内
部
の
価
値
の
共
有
が
で
き
た
。

　
「
川
上
宣
言
」
か
ら
20
年
以
上
、
源
流
館
の

あ
ゆ
み
で
は
15
年
。
水
源
地
の
村
づ
く
り
に
つ

い
て
、
村
民
が
し
っ
か
り
感
じ
て
き
て
く
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
い
ち
早
く
東
京
を
中
心
に

都
会
の
人
が
こ
う
い
う
活
動
に
し
っ
か
り
理
解

し
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

自
分
た
ち
で
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
、

村
外
の
人
た
ち
か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
あ
あ

そ
う
な
ん
だ
と
思
っ
た
り
、
腹
が
立
っ
た
り
、

勇
気
づ
け
ら
れ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に

感
じ
る
こ
と
や
勉
強
す
る
こ
と
が
結
構
あ
り
ま

し
た
。
た
だ
源
流
館
に
は
村
外
の
人
た
ち
が
集

ま
る
と
こ
ろ
と
い
う
印
象
が
あ
っ
た
。
環
境
問

題
や
水
源
地
に
思
い
の
あ
る
人
が
外
部
か
ら
集

ま
っ
て
き
た
。
今
で
は
多
く
の
村
の
人
も
出
入

り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
面
で
も
よ
く
な
っ
て
き
た
。

　

村
は
思
い
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
実
践
の
役
割

を
公
益
法
人
に
託
し
た
こ
と
は
よ
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
行
政
の
パ
ー
ト
ー
ナ
ー
と
し
て
、
役

割
を
担
っ
て
も
ら
う
に
ふ
さ
わ
し
い
公
益
法
人

と
い
う
か
た
ち
に
も
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
「
川
上
宣
言
」
や
「
水
源
地
の
村
づ
く
り
」

と
い
う
精
神
を
カ
タ
チ
に
具
現
化
す
る
の
が
財

団
の
活
動
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
し
く
み

を
川
上
村
の
行
政
が
つ
く
り
ま
し
た
。
源
流
館

mori-to-mizu-no-genryu-kan



15 年をふりかえって
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森と水の源流館15周年記念特集

平成14年

● 財団法人　吉野川紀の川源流物語　設立（4月1日）

● 森と水の源流館開館（4月29日）

平成15年

● 世界子ども水フォーラムおよび
世界水フォーラムにて活動発表（1月～）

平成16年

● 「愛地球博」（愛知万博）奈良県の日に出展（7月）

● 和歌山市民の森づくり開始（11月）

平成19年

● 奈良県森林環境教育推進にあわせ
「学べる屋台」を導入 (6 月 )

平成20年

● 奈良県初の「山の日川の日」に
利用者10万人達成（7月）

平成21年

● 水源環境保全活動・自然環境保全活動等功労者表彰
最優秀賞（環境大臣賞）（10月）

平成23年

● 台風 12号（紀伊半島大水害）襲来 (9月 )

平成24年

● 公益財団法人 吉野川紀の川源流物語
へ移行認定（4月～）

● 1 0 周年「誕生日の宴」開催（4月）

平成25年

● 水資源功績者表彰（国土交通大臣表彰）(8月 )

平成26年

● 河川功労者表彰（公益社団法人日本河川協会）(5月 )

● 川上村において第5回全国源流サミット開催（9月）

● 川上村にて第34回全国豊かな海づくり大会
放流・歓迎行事開催（11月）

● 第 34回ダム建設功績者表彰
（一般財団法人日本ダム協会）(11月 )

平成28年

● 森と水の源流館利用者20万人達成 (1月 )

● 環境省「つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト」
ミニフォーラム開催（2月）

● 過疎地域自立活性化優良事例表彰（総務大臣賞）(10月)

● 第 4回グッドライフアワード環境大臣特別賞 (12月 ) 

あ ゆ みあ ゆ み

ま
す
。

　

財
団
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
テ
ー
マ
と
し
て
Ｅ

Ｓ
Ｄ
な
ど
に
も
着
目
し
て
、
環
境
省
と
の
事
業

に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を

し
っ
か
り
や
っ
て
ほ
し
い
。
水
源
地
の
村
づ
く

り
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
し
っ
か
り
し
た
も

の
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
子
ど
も
た
ち
に
は
伝

わ
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
、
根
幹
の
精
神
を
引

き
継
い
で
く
れ
た
人
が
い
た
。
な
ん
と
な
く
の

結
果
任
せ
で
は
、
つ
な
が
ら
な
い
。
自
分
た
ち

の
持
ち
味
が
何
な
の
か
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
考

え
れ
ば
、
人
に
届
く
だ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
に

も
伝
わ
る
は
ず
で
す
。
源
流
館
で
も
そ
う
い
う

視
点
で
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
。
こ
れ
か
ら

の
教
育
の
中
で
源
流
館
ス
タ
ッ
フ
が
も
っ
と

も
っ
と
活
躍
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

源
流
館
を
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
と
し
な
が
ら
、
水

源
地
の
森
を
生
か
し
た
活
動
と
か
、
村
の
人
た

ち
が
語
り
部
と
し
て
活
躍
す
る
、
ま
た
あ
る
い

は
出
張
源
流
教
室
で
学
校
に
飛
び
込
ん
で
行
く

な
ど
、
ハ
ー
ド
事
業
と
ソ
フ
ト
事
業
を
展
開
し

て
い
る
こ
と
が
誇
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を

続
け
て
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
値
打
ち
が

あ
り
ま
す
ね
。

---------------------------------------------------------------------

次
世
代
の
担
い
手
を
育
て
る
た
め
に

果
た
し
て
ほ
し
い
役
割
が
あ
る
。

　

い
ま
地
方
創
生
の
う
ね
り
の
中
で
、
川
上
村

は
動
き
出
し
て
い
ま
す
。
多
様
な
個
人
・
団
体

の
活
動
も
増
え
て
い
ま
す
。
活
気
も
出
て
、
元

気
な
村
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

中
で
、
こ
の
財
団
や
源
流
館
は
新
た
に
ど
の
よ

う
な
役
割
を
担
う
か
は
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

川
上
村
が
残
る
た
め
に
は
、
村
民
が
村
の
生
き

様
に
対
し
て
、
誇
り
と
自
信
を
持
つ
こ
と
が
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
誇
り
と
自
信
を
ど
う

持
た
せ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
教

育
だ
と
思
い
ま
す
。学
校
教
育
だ
け
で
な
く
て
、

社
会
教
育
も
含
め
て
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
村
の

価
値
、
値
打
ち
、
次
世
代
に
残
す
べ
き
こ
と
を

し
っ
か
り
把
握
す
る
意
味
で
、
水
源
地
で
あ
る

こ
と
を
し
っ
か
り
教
育
し
て
い
か
な
い
と
い
け

な
い
。
英
語
も
数
学
も
大
事
だ
し
、
そ
れ
を
否

定
す
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
地
域
で
、

次
の
担
い
手
を
育
て
て
、
つ
な
ぐ
と
い
う
こ
と

を
み
ん
な
で
や
っ
て
い
き
た
い
。
村
を
支
え
て

く
れ
る
担
い
手
は
、
や
は
り
子
ど
も
た
ち
だ
と

し
た
ら
、
こ
の
村
の
価
値
を
15
歳
ま
で
か
け
て

し
っ
か
り
伝
え
、
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。

　

村
で
は
す
で
に
15
歳
以
下
は
３
分
の
１
が
Ｉ

タ
ー
ン
、
Ｕ
タ
ー
ン
の
子
ど
も
た
ち
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、
こ
の
村
が
吉
野
林
業
に
は
じ
ま
っ

て
ダ
ム
が
あ
っ
て
、
１
２
８
年
の
歴
史
を
通
じ

て
、
何
を
糧
に
生
き
て
き
た
の
か
と
い
う
教
育

が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
さ
い
と
き
に
教

え
ら
れ
た
も
の
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
忘
れ

な
い
。
川
上
と
い
う
水
源
地
で
し
か
で
き
な
い

教
育
が
あ
る
の
で
は
な
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か

ら
は
、
英
語
も
す
る
け
れ
ど
、
も
う
一
度
人
間

と
は
何
な
の
か
、
豊
か
な
人
間
性
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
時
間
が
な
い
と
い
う
な
ら

ば
、
英
語
の
教
材
に
郷
土
史
教
育
や
水
源
地
の

こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
け
ば
よ
い
と
思
っ
て
い



15年を振り返り、
新たな未来へ

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「源流学」「源流学」

こ
の
春
で
、「（
公
益
財
団
法
人
）
吉

野
川
紀
の
川
源
流
物
語
」
と
、「
森

と
水
の
源
流
館
」
が
で
き
て15

年

に
な
る
。
ほ
ん
ま
月
日
が
過
ぎ
る
の
は
早
い
も

の
や
。
わ
し
が
源
流
館
と
関
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
源
流
館
が
開
館
し
て
２
年
目
の
と
き

や
。
館
長
と
い
う
大
役
を
い
た
だ
い
た
。（
川

上
の
）
柏
木
で
生
ま
れ
育
ち
、
中
学
を
卒
業
し

て
、
す
ぐ
に
山
に
上
が
り
、
ず
っ
と
山
の
仕
事

を
し
て
き
た
経
験
を
生
か
し
て
ほ
し
い
と
、
声

を
か
け
て
も
ら
っ
た
。

ほ
ん
ま
に
、
わ
し
で
え
え
ん
か
な
ぁ

と
思
っ
た
け
ど
、
50
年
以
上
、
山

の
仕
事
を
し
て
き
た
こ
と
が
お
役

に
立
つ
ん
や
っ
た
ら
、
と
二
つ
返
事
で
引
き
受

け
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

最
初
の
こ
ろ
は
、
い
ろ
い
ろ
と
模
索

し
、
ず
い
ぶ
ん
悩
ん
だ
も
ん
や
。

吉
野
川
（
紀
の
川
）
の
源
流
で
あ

る
三
之
公
（
約
７
４
０
ha
の
原
生
林
）
を
ど
う

見
守
り
、
ど
う
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
の

か
。広

大
な
森
の
中
に
は
、
立
派
に
成
長

し
て
い
る
も
ん
（
木
）
や
、
素
晴

ら
し
い
生
態
系
を
保
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
崩
壊
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
手
を
入
れ
て
い
く
べ
き

か
と
の
議
題
に
な
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
と
あ
る

け
れ
ど
、
崩
壊
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
ま
た
種
が

飛
ん
で
き
て
、
稚
樹
と
な
り
、
木
と
な
っ
て
い

く
。
そ
う
し
て
２
０
０
年
も
し
た
ら
、
元
の
林

に
な
っ
て
い
る
。
自
然
の
営
み
の
中
の
繰
り
返

し
で
で
き
て
い
る
。
人
間
が
「
え

え
こ
と
し
て
る
」
と
思
っ
て
、
い

ろ
い
ろ
と
手
を
加
え
た
り
す
る
が
、

自
然
は
か
ま
っ
て
く
れ
る
な
と

思
っ
て
い
る
は
ず
や
。

原
生
林
や
植
林
さ
れ
た
森

以
外
に
、
川
上
に
は
、

人
間
が
か
ま
っ
て
、
え

ら
い
こ
と
に
な
っ
た
例
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
三
之
公
の
原
生
林
近
く

の
パ
ル
プ
材
伐
採
の
跡
地
や
。
こ

の
こ
と
が
あ
っ
て
、
川
上
は
、
原

生
林
を
買
い
取
る
こ
と
を
決
め
た

ん
だ
が
、
こ
こ
は
、
荒
地
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
、
手
の
施
し
よ
う
が

な
い
。
斜
面
ま
る
ま
る
木
を
切
り

取
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
雨
が
降
る

た
び
、
斜
面
が
削
ら
れ
、
三
之
公

川
へ
流
れ
出
し
と
る
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に

な
っ
て
る
の
が
、
大

滝
ダ
ム
の
斜
面
だ
。
ト

ン
ネ
ル
の
手
前
の
ダ
ム
の
向
こ
う
側

に
あ
る
斜
面
を
見
て
も
ら
っ
た
ら
分

か
る
が
、
こ
こ
も
工
事
の
際
に
全
部
、

伐
採
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
草
木
が
生

え
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
、
や
っ
ぱ
り

崩
壊
し
と
る
。
切
っ
た
ら
あ
か
ん
も

の
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
な
い

す
る
こ
と
も
で
き
へ
ん
。

自
然
林
は
、
自
然
に
任
さ
な

い
と
、
人
間
が
ど
う
の
こ

う
の
で
で
き
る
も
の
で
も

な
い
し
、
取
り
返
し
に
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
原
生
林
に
、
人
は

入
れ
た
ら
あ
か
ん
。
そ
の

ま
ま
に
し
な
い
と
、
生
態

系
が
こ
わ
れ
、
い
ず
れ
吉
野
川
の
水

が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
水
源
地
の

森
、
水
の
生
ま
れ
る
森
を
見
守
っ
た

ら
ど
う
か
と
、
村
の
条
例
が
定
め
ら

れ
、
極
力
、
人
は
入
れ
ず
、
環
境
学

習
の
場
と
し
て
源
流
館
主
催
の
水
源

地
の
ツ
ア
ー
な
ど
、
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
の
案
内
で
し
か
入
れ
な
い
よ
う

に
し
て
い
る
。

「
そ

こ
ま
で
せ
え
へ
ん

で
も
い
い
ん
で

は
」、
と
い
う
声
も

あ
る
が
、
人
が
入
っ
た
ら
、
森
は
荒

れ
る
。
１
本
枝
を
切
っ
た
り
、
葉
を

と
っ
た
り
、
地
面
を
踏
み
し
め
た
り
、

余
計
な
こ
と
が
起
き
て
し
ま
う
。
荒

れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
は
、
遅
い
ん
や
。
条
例
を

し
て
制
限
を
つ
け
る
こ
と
で
、
森
を
守
る
こ
と

と
違
う
ん
か
な
。
そ
の
お
か
げ
か
、15

年
過

ぎ
た
い
ま
、
原
生
林
は
、
何
も
変
わ
ら
な
い
ま

ま
や
。
あ
れ
を
解
放
し
て
い
た
ら
、
今
ご
ろ
、

大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
や
ろ
う
。

自
然
は
、
基
本
は
余
計
な
こ
と
は
せ

ん
と
、
自
然
は
自
然
に
任
す
の
が

一
番
や
。
余
計
な
こ
と
を
す
る
と

壊
れ
て
し
ま
う
。
分
か
っ
た
よ
う
で
分
か
ら
ん

話
や
と
思
う
け
れ
ど
、
金
儲
け
の
場
所
じ
ゃ
な

い
、
山
は
神
聖
な
も
の
や
。
大
昔
の
人
は
、
森

に
は
神
様
が
い
る
と
言
っ
て
い
た
。
山
の
神

が
ね
。
日
本
の
人
に
と
っ
て
は
、
ほ
ん
ま
に
森

は
神
聖
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
人
口
が

増
え
た
こ
と
で
、
山
を
切
り
開
い
て
、
工
場
を

建
て
た
り
、
リ
ゾ
ー
ト
を
造
っ
た
り
、
宅
地
造

成
を
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
お
か
し

な
っ
て
し
も
た
と
思
う
。
経
済
の
発
展
と
と
も

に
仕
方
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
へ
ん
が
。

こ
ん
な
言
葉
が
あ
っ
た
。「
文
明
は
栄

え
て
、
人
が
滅
び
る
」。
古
代
の
話

に
な
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
文
明
が

壊
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
森
を
切
り
開
い
た
た

め
に
、
水
が
出
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

原
因
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。一
時
は
栄
え
た
が
、

自
然
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
で
、
滅
び
て

し
ま
っ
た
歴
史
が
世
界
に
は
あ
る
。

日
本
は
70
％
近
く
の
森
が
あ
る
。
鎖

国
を
し
て
い
た
江
戸
時
代
ま
で

は
、
自
然
の
恵
み
を
も
ら
っ
て
い

る
と
き
て
い
た
が
、
明
治
に
な
っ
て
、
西
洋
の
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文
化
が
入
っ
て
き
た
こ
と
で
、
自
然
を
制
覇
し

よ
う
と
、
自
然
の
上
に
立
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

で
間
違
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
の
日
本
は
、

森
と
神
さ
ん
を
尊
ん
で
生
き
て
き
た
。
社
会
で

は
よ
く
「
自
然
を
守
り
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ

る
け
ど
、
自
然
は
守
る
ん
と
違
う
、
わ
し
ら
人

間
が
守
ら
れ
て
い
る
ん
や
。
こ
の
連
載
で
も
何

回
か
話
し
た
と
思
う
け
ど
、
自
然
に
生
か
さ
れ

て
い
る
と
わ
し
は
思
う
。

わ
し
が
半
世
紀
も
医
者
ひ
と
つ
も
か

か
ら
ん
と
健
康
で
過
ご
せ
る
の

も
、
山
の
水
を
飲
み
、
森
の
木
々

か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
い
、
自
然
の
え
え
も

の
ば
っ
か
り
も
ら
っ
て
生
き
て
き
た
か
ら
や
と

思
う
。
町
か
ら
来
る
人
は「
空
気
が
お
い
し
い
、

水
が
お
い
し
い
」
と
い
う
け
ど
、
身
近
に
お
る

も
ん
は
、
そ
ん
な
も
ん
か
な
ぁ
と
、
当
た
り
前

や
と
つ
い
思
っ
て
し
ま
う
。
わ
し
も
含
め
、
人

は
、
自
然
か
ら
常
に
そ
の
恩
恵
を
受
け
取
っ
て

い
る
。
そ
の
恩
返
し
に
何
が
で
き
る
ん
や
ろ
う

と
思
う
。
そ
れ
は
、
自
然
に
対
し
て
、
感
謝
の

気
持
ち
を
も
っ
て
、
接
す
る
と
い
う
こ
と
。
む

や
み
や
た
ら
に
、
木
は
切
っ
た
ら
あ
か
ん
、
山

を
荒
ら
し
た
ら

あ
か
ん
。
自
然

の
大
切
さ
を
実

感
で
き
る
取
り

組
み
を
さ
ら
に

進
め
て
い
か
な

あ
か
ん
と
思
っ

て
る
。

源
流
館
は
、
そ
れ
を
体
験
す
る
場
や
。

い
ま
ま
で
奈
良
県
や
和
歌
山
県
の

学
校
や
、
団
体
の
場
へ
行
っ
て
、

啓
発
活
動
を
行
っ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
川
上
に

来
て
く
れ
た
人
や
、
源
流
館
や
三
之
公
に
行
っ

て
く
れ
た
人
も
大
勢
い
る
。
し
か
し
、
わ
し
も

含
め
て
川
上
の
人
は
、
身
近
に
あ
り
す
ぎ
て
、

そ
の
宝
も
ん
の
良
さ
に
気
づ
き
に
く
い
の
も
確

か
か
と
思
う
。

源
流
館
が
で
き
た
当
初
は
、
外
の
人

が
来
る
と
こ
ろ
や
と
思
っ
て
た
村

民
も
多
か
っ
た
と
思
う
け
ど
、
い

つ
の
ま
に
か
村
の
人
も
源
流
館
に
来
た
り
、
い

ろ
い
ろ
と
活
動
に
関
わ
っ
て
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
村
内
外
を
問
わ
ず
、
源
流
館
は
自
然

を
学
ぶ
場
所
、
体
験
で
き
る
場
所
と
し
て
成
長

し
て
き
た
と
思
う
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
オ
ピ

ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
と
し
て
活
躍
し
て

ほ
し
い
。い

ま
の
子
ど
も
た
ち
は
、
わ
し
ら
の

子
ど
も
の
こ
ろ
に
比
べ
る
と
、
自

然
体
験
が
圧
倒
的
に
少
な
い
。
そ

れ
だ
け
で
な
い
、
正
月
に
ス
イ
カ
や
イ
チ
ゴ
を

食
べ
た
り
し
て
、
季
節
や
旬
と
い
う
こ
と
も
分

か
ら
ん
よ
う
に
な
っ
て
き
と
る
。
都
会
の
子
ど

も
だ
け
違
う
。
田
舎
の
子
も
お
ん
な
じ
や
。
そ

れ
で
は
あ
か
ん
。
こ
こ
数
年
、
匠
の
聚
の
森
を

整
備
し
て
、「
達
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
」
の
森
を
つ

く
っ
と
る
。
歩
道
を
整
備
し
、
い
ろ
ん
な
種
類

の
木
を
植
え
、展
望
台
や
す
べ
り
台
を
つ
く
り
、

黒
板
と
チ
ョ
ー
ク
も
置
い
て
あ
る
。
遊
び
な
が

ら
、
勉
強
を
す
る
場
や
。
こ
れ
は
、
わ
し
と
一

緒
に
活
動
し
て
く
れ
る
源
流
塾
の
若
者
た
ち
が

協
力
し
て
く
れ
て
で
き
た
も
ん
や
。
知
識
的
な

こ
と
は
源
流
館
で
学
び
、
こ
こ
で
は
遊
び
な
が

ら
学
ん
だ
ら
い
い
。さ
ら
に
興
味
が
深
ま
れ
ば
、

三
之
公
へ
行
っ
て
も
い
い
。実
体
験
が
一
番
や
。

い
ま
や
大
勢
の
外
国
の
観
光
客
が
日
本
を
訪
れ

て
い
る
け
れ
ど
、
世
界
の
子
ど
も
た
ち
も
こ
こ

に
来
て
く
れ
、
森
の
豊
か
さ
、
人
と
の
か
か
わ

り
を
知
っ
て
ほ
し
い
。
川
上
で
の
体
験
を
通
じ

て
、
み
ん
な
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
行
動

し
て
く
れ
た
ら
、
ほ
ん
ま
え
え
な
と
思
う
。
今

後
、
吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語
、
森
と
水
の
源

流
館
の
さ
ら
な
る
活
動
に
期
待
し
た
い
。

15 年を振り返り新たな未来へ
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※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。

公益財団法人 吉野川紀の川源流物語と森と水の源流
館の今日まで、そして明日からにメッセージをいた
だきました。

日本を代表する源流での活動
「多摩川源流からの心からのメッセージ」
山梨県小菅村　多摩川源流研究所　所長　中村　文明　様

　吉野川紀の川源流物語、森と水の源流館の設立１５
周年記念、誠におめでとうございます。川上村が源
流域の大切さをアピールするため１９９６年に『川
上宣言』を発したこと、生態系保全のために７４０
ha の原生林を取得したこと。そしてこの財団が保全
し、いかす活動を開始されたことは、全国に誇れる
先進的･先駆的な実績です。今後もより一層磨きをか
けられ、源流と国民との架け橋として益々活躍され
ることを心より祈念申し上げます。

森と海のつながりの象徴として－
森林環境保全促進和歌山市議会議員連盟　

会長　寒川　篤　様

　設立１５周年を迎えられましたことを、心からお
祝い申し上げます。紀の川流域に暮らす私たちは、
森林の恩恵により「命の水」を享受しています。川
上村の「水源地の村づくり」に賛同し、これまでも
森と水の源流館との協働により啓発活動など、さま
ざまな「連携」・「協力」をカタチにしてきました。
森と海をつなぐ活動の輪が益々広がりますようご期
待申し上げますとともに、これからも源流の郷「川
上村」を応援してまいります。

ESDの視点から期待すること－
奈良教育大学　准教授　中澤　静男　様

　ＥＳＤとは、持続可能な社会づくりの担い手を育
てる教育です。吉野川・紀の川は、和歌山の農作物
や海の恵みを育てると同時に、吉野川分水として奈
良盆地の米作りを支え、農村文化を育んできました。
この川や海の恵みの源流が川上村の森林環境にあり
ます。この恵みに着目した教育実践は、環境と経済・
文化をつなぐＥＳＤそのものです。ＥＳＤ森林環境教
育をテーマに奈良と和歌山の教員、ＮＰＯ、地域人材
をつなぐプラットフォームを形成する事を森と水の
源流館に期待します。

「１５周年へ寄せて」

森と水の源流館15周年記念特集



の愛好者が集まるようになり、専門的な勉強会は続きました。この会は、現在も「しだとこけ談話会」として継続していま
す。この会を通じで、在野からプロまで多くの優秀な研究者が生まれました。学校教育機関を経ずに、専門的に学問を学ぶ
というのは、今の社会教育の走りと言ってもいいでしょう。
　さて、児玉氏は採集行のルートや記録を詳細に記録しており、柏木付近の当時の採集行の様子も詳細に記録されています

（児玉務先生顕彰記念事業会編 1998）。それによると、本種が採られたのは、柏木にかつてあった鍾乳洞、菊の窟付近だっ
たことがわかります。
　生き物の研究者というのは、先人が行って、いいものを見つけたルートを通りたがるもので、引用されている標本を採っ
た時のものではありませんが、小泉博士がたどった山上ヶ岳～柏木のルートを児玉氏も通っているようです。この山上ヶ岳
～柏木というのは山上ヶ岳から上多古谷へ降りて柏木へ至るルートで、今の大峯奥駈道ではありません。
　ヒメイノモトソウが採集された菊の窟は残念ながら、国道の拡幅工事の際、洞口もその中もコンクリートに塗り固められ、
洞窟もろとも本種も消滅してしまいました。菊の窟があった頃には、本種は洞口付近に雑草のごとく生育していたそうです

（瀬戸剛氏私信）。三重県でも 2 ヵ所で見つかっていますが、その内１ヵ所では絶滅したそうです （三重県農林水産部みどり
共生推進課編 2015）。「大和のシダ」は、大和（奈良県）から絶滅したかと思われていましたが、幸いなことに最近、川上
村の別の産地でわずかに生育しているのが発見され、かろうじて絶滅を免れました。
　現在、ヒメイノモトソウは奈良県の特定希少野生動植物、川上村の天然記念物に
指定されており、許可なく採集すると懲役刑・罰金刑が科されるなどの保護策が取
られていますが、絶滅の危機に瀕していることに変わりはありません。「大和のシダ」
の学名を持つヒメイノモトソウ１種が絶滅しても、きっと皆さんの生活が変化する
ことはないでしょう。しかし、確実に川上村のこの場所での景色は変わってしまい、
他の生き物に何らかの影響を及ぼすことでしょう。また、最近の研究では、ヒメイ
ノモトソウは・雑種起源の４倍体 （4n） のシダ植物で、未知の２倍体 （2n） のシダ
植物の母親とキドイノモトソウの２倍体 （2n） 父親が交雑したものが起源であるこ
とが示唆されています （Jaruwattanaphan et al. 2013）。雑種を多く作るシダ植物は、
現在の植物の多様な進化の謎を解くカギを握っているかもしれないと考えられてい
ます。未知の２倍体のシダ植物は未だ発見されていないので、それが発見された時、
ヒメイノモトソウが絶滅していたら、植物の進化の謎を明らかにするための以降の
研究もできなくなってしまいます。
　様々な生き物が生き残っていける多様な環境を守っていくことは、人類が快適に
生き残っていくために重要なことです。たとえば、大阪の梅田や難波で見かける
ド派手なファッションでも闊

か っ ぽ

歩できる多様なファッションが許される寛容な環境
が、黒一色の制服みたいなファッションしか許されない環境になれば、息苦しいことでしょう。これからも、ヒメイノモト
ソウという目立たない存在でも生き残っていけるような、世界に一つしかない川上村の特有の環境が続いていけばよいなと
思います。
　本稿をまとめるにあたり、綛谷文清氏（橿原市）には有益なご助言をいただきました。この場をお借りして深謝します。

（木村　全邦：森と水の源流館）

引　用　文　献
海老原 淳 2016. 日本産シダ植物標準図鑑Ⅰ . 475pp. 学研 , 東京 .
Jaruwattanaphan, T., S. Matsumoto, amd Y. Watano 2013. Reconstructing Hybrid Speciation Events in the Pteris 
　cretica Group （Pteridaceae） in Japan and Adjacent Regions. Systematic Botany 38（1）: 15-27.
児玉務先生顕彰記念事業会 （編） 1998. ええもん見つけたな～児玉務先生追悼・著作集 . 194pp.
三重県農林水産部みどり共生推進課 （編） 2015. 三重県レッドデータブック 2015 ～三重県の絶滅のおそれのある野生生物 
　～ . 757p +13pls. 共立印刷株式会社 , 津 .
Tagawa, M. 1935. Spicilegium Pteridographiae Asiae Orientaris 9. Acta Phytotax. Geobot. 4（4）: 202-206.
Tagawa, M. 1955. Fern Miscellany 8. J. Jap. Bot. 9: 23-26.
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３．在りし日の菊の窟（洞口にはたくさんの
ヒメイノモトソウと思われる植物が見える）



大和のシダ“ ヒメイノモトソウ ”

第 26 回　源流の主役たち
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　ヒメイノモトソウはイノモトソウ科の日本固有のシダ植物 （海老原 2016） で、世界でも奈良県（川上村）と三重県のご
く限られた地域にのみ分布しています。学名を P

プテリス・

teris y
ヤ マ テ ン シ ス

amatensis といいます。「Pteris」はラテン語で「シダ」を意味し、
「yamatensis」は「大和の」を意味します。つまり、「大和（奈良）のシダ」という意味です。
　最初にこのシダを採集したのは、京都大学に植物学教室を開き、日本植物分類学会の創立者でもある小泉源一博士 （1883-
1953 年） で、1922 （大正 11） 年 7 月 13 日のことでした。採集場所は、山上ヶ岳・柏木間とあります。この標本を正基準標
本として、1935 年、日本を代表するシダ植物の研究者で、日本で最初の本格的なシダ植物の図鑑、「原色日本羊歯植物図
鑑」の著者でもある京都大学の田川基二博士 （1908-1977 年） が「ヒ
メイノモトソウ（ヒメヰノモトソウ）」を新種として記載しました 

（Tagawa 1935）。なお、発表時、本種は同じ論文中に新種として発
表されたホソバイノモトソウ（ホソバヰノモトソウ）の変種として
扱われています。
　その後、田川博士は、さらなる研究の結果、1955 年に独立した種
に格上げして、本種を記載し直しました。その際、研究に用い、証
拠標本として記録されている標本は前記、小泉博士の標本に加え、
Kodama 4171; ibid., Tagawa 6611 という 2 点の標本が加わります。
標本の産地は Kashiwagi と記録されています。この Kashiwagi は、

川上村柏木のことです。研究者
はふつう標本に標本番号を付けます。Kodama は採集者を表し、4171 は標本番号を表
します。後者の Tagawa はもちろん田川博士で、前者の Kodama は「近畿地方の苔

たい

類」
の著者であり、はじめて近畿地方のコケ植物相を明らかにし、ボルネオ島などの海外
のコケ植物も精力的に研究され、追手門学院高等部などで教鞭をとった在野の研究者、
児玉務氏 （1928-1997 年） です。証拠標本の児玉標本の後に続く「ibid.」は「同じ場所」
の意味ですから、田川博士が児玉氏と一緒に採集に行ったことが伺えます。児玉氏は大
阪第一師範学校（現大阪教育大学）出身で、京都大学の田川博士とは接点がありません。
さて、児玉氏と田川博士はどうして一緒に採集に行ったのでしょうか。
　戦後すぐの頃でした。師範学校時代の児玉氏はまだ旧制中学に通っていた瀬戸剛氏

（元大阪市立自然史博物館主任学芸員）とシダ植物にはまります。そんな時、師範学校
の恩師の伝手で、京都大学の田川博士のところに二人でシダを教わりに行くことになっ
たのです。田川博士は、二人が「学生の身分で大阪からわざわざ京都大学まで来るのは、
金銭的にも大変だから、大阪に教えに行こう」ということになり、京都大学の学生で
もない二人に対して、定期的なシダの講義がはじまりました。ここに多くのシダ植物

１．ヒメイノモトソウ

２．ヒメイノモトソウの標本
　　　　　（森と水の源流館収蔵）

　奈良県川上村と三重県の限られたところにだけ知られるヒメイノモトソウは、絶滅の危機に瀕している植物の一つで

す。この植物をしらべていくと、関西、そして日本の植物学者のたどってきた道も見えてきました。

　「源流の主役たち」は「吉野川源流－水源地の森」の調査で明らかになった自然の情報をわかりやすく皆さんにお知ら

せするコーナーとしてスタートしました。自然生態調査によりこの森の情報が蓄積し、改めてこの森の大切さが科学的

に位置づけられてきました。そんな中、今年 4月にはユネスコの生物圏保存地域（国内呼称「ユネスコエコパーク」）に

村全体が指定され、より一層、人と自然のつながりを意識した調査、情報発信、取組が期待されています。

これからも、源流の自然の価値をわかりやすく紹介していければと思います。



　シーボルトが持ち帰った標本を基に、当時のライデン国立博物館の館長
であったテミンク（Coenraad Temminck）と学芸員のシュレーゲル（Hermann 

Schlegel）、デ・ハーン（Wilhem de Haan）が 1846 年に『日本動物誌（Fauna 

Japonica）』をまとめました。魚類に関してはテミンクとシュレーゲルが担
当し、その中でカワムツが Leuciscus temminckii として新種記載されたので
す（図 4）。ちなみに学名の後半部（種小名と言います）はカワムツを新種
記載したテミンクの名前に由来しています。
　その後、時代は明治へと移ります。カワムツを“雑魚”代表へと押し上
げた立役者はなんと 2 人のアメリカ人でした。ジョルダンとエバーマンと
いう魚類学者が、日本統治時代の台湾の魚類標本や情報を東京大学（旧東
京帝国大学）等から得て、1902 年に台湾の魚についての論文を発表してい
ます。その論文の中で、Zacco というグループ（属）を作ったのです。2 人
は論文中に，Zacco とは日本語での“雑魚”を意味すると記述しています。
きっと、標本のラベルなどに「この魚は雑魚」などど書かれていたのでしょ
う。後にカワムツは Zacco temminckii として分類され、ついに名実共に“雑
魚”の代表となったのです。
　しかし、これでカワムツをめぐるドラマは終わりではありません。テ
ミンクとシュレーゲルは、『日本動物誌』の中でカワムツそっくりの魚を
Leuciscus sieboldii として新種記載していました。それが図 5 です。どうで
しょう。とても似ているとは思いませんか？現に、つい 10 年ほど前まで、
日本の魚類学者の多くは、Leuciscus sieboldii はカワムツの形態変異を誤っ
て新種として報告したものだと判断していました。しかし、2003 年に近畿
大学の細谷和海教授たちが、自然史博物館で今でも大切に保存されている
シーボルト標本を詳細に観察し、Leuciscus sieboldii はやはりカワムツとは
異なる種だと解明し、ヌマムツと名付けたのです。テミンクとシュレーゲ
ル、そして標本を集めたシーボルトも 170 年以上前に両種は別種であると
看破していたのです。かつての博物学者の慧眼には感服するばかりです。
　最近、カワムツは Zacco に属さないことが分かり、現在では Candidia（台
湾にある有名な湖の名前に由来しています。ここでも日本と台湾の関係の
深さが窺えますね）という属名が割り振られ、少し寂しくはありますが
Zacco というグループは無くなってしまいました。属名は変わってしまい
ましたが、西日本の川に行けばどこでも簡単に出会うことができるカワム
ツの“雑魚の中の雑魚”としての地位に揺らぎはありません。
　このように、普段気にも留めない“雑魚”であるカワムツにも時代や国境を越えたドラマがあるのです。皆さんも川遊び
の際中に“雑魚”が捕れた時には、是非ともじっくり観察し、その歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか

参　考　文　献
Hosoya K, Ashiwa H, Watanabe M, Mizuguchi K, Okazaki T (2003) Zacco sieboldii, a species distinct from Zacco 

temminckii (Cyprinidae). Ichthyological Research 50： 1 − 8.
中坊徹次．2013．日本産魚類検索 全種の同定 第三版．東海大学出版会，東京．
Temminck CK, Schlegel H (1846) Fauna Japonica, sive descriptio animalium quae in itinere per Japoniam suscepto 
annis 1823-30 collegit, notis observationibus et adumbrationibus illustravit P. F. de Siebold conjunctis studiis C. J. 
Temminck et H. Schlegel pro vertebratis atque W. de Haan pro invertebratis elaborata. Leiden.
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図 3．シーボルトが持ち帰ったカワムツの標本

図 4．日本動物誌．A カワムツの新種記載文（フラ
ンス語），B カワムツの図

図 5．ヌマムツ．A ヌマムツの写真［Hosoya et 
al.（2003）より転載］，B 日本動物誌中の図



源流の名脇役“ カワムツ ”

第 26 回　源流の主役たち
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　吉野川（紀ノ川）源流には様々な“雑魚”が生息しています。タカハヤ・ウグイ・ヨシノボリ類などです。今回、皆さん
にご紹介したいのは“雑魚の中の雑魚”、カワムツです。本種は、日本では静岡県・富山県以西の本州や島嶼、海外では朝
鮮半島南部の河川や湖沼に広く分布しているコイ科（コイの仲間）に属する淡水魚です。体に一本の黒く太い線が走ること、
臀
しりびれ

鰭が長く伸びること、腹
はらびれ

鰭が黄色いことから他の種と識別できます（図 1）。河川上流域から中流域の渕や淀みに多く生
息し、岩や植物の陰に隠れる性質が強いという生態を持っています。繁殖期は 5 ～ 8 月で、繁殖期のオスは赤や黄色の婚姻
色を呈し、頭部には追

おいぼし

星と呼ばれる突起物が現れます（図 1）。水中の底生動物、小魚、付着藻類や落下昆虫などを食べる
雑食性の魚で、川上村でも吉野川に流れ込む細流で群れになって泳いでい
る姿をよく見かけます。
　カワムツの現在の学名は Candidia temminckii といいます。これは、2015
年に出版された『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』（3 冊から成る分厚
い本です）で変更があったもので、それまでは Zacco temminckii とされて
いました。学名の前半部分（属名と言います）に注目してください。Zacco

とは、“雑魚”を指します。カワムツが“雑魚の中の雑魚”と呼ばれる所以
はそこにあります。それでは、“雑魚”が辿ってきた知られざる歴史についてお話しましょう。
　カワムツが新種として報告されたのは、なんと今から 170 年も前の江戸時代にさかのぼります。その新種報告に重要な役
割を果たしたのが、1823 ～ 1829 年に長崎の出島でオランダ商館医を務めたフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト（Philipp 

Franz von Siebold）です。皆さんが歴史の教科書等でご存じの通り、シーボルトは、日本から帰国する際にその持ち物から
日本国外に持ち出しが禁止されていた日本地図などが見つか
り、国外追放・再渡航禁止の処分を受けた“シーボルト事件”
で有名です。
　シーボルトは医者として来日しましたが、日本の地理・動
植物についての情報や物品を収集するという特命も受けてお
り、動植物の標本をはじめ、多くの日本の文化・風俗につい
ての物品や情報をオランダに持ち帰りました。その中には、
現在では絶滅してしまったニホンオオカミやニホンカワウ
ソ、トキなどの標本もあり（図 2）、現在でもオランダのライ
デンにある国立自然史博物館に所蔵されています。シーボル
トが持ち帰った大量の標本群の中にカワムツも含まれていた
のです（図 3）。
　

図 1．繁殖期のカワムツ

図 2．シーボルト標本の一部（川瀬成吾博士撮影）．A トキ，B 二ホ
ンカワウソ，C 二ホンオオカミ

　皆さんは川で魚を捕まえたり、釣ったりしたことはありますか？その時にどんな魚を

目にしたか覚えているでしょうか。たいていは、源流の主役であるアマゴやアユを狙い、

これらの魚が何匹捕れた（釣れた）のかだけに気を取られる人が多いと思います。アマ

ゴやアユ以外の魚はいわゆる外道・雑魚として一括りにされ、「こんな魚いらんわい！」

とばかりに川へポイと投げ捨てられることでしょう。今回はそんな可哀想な“雑魚”に

スポットライトを当てます。源流の主役を取りあげる本コーナーで、あえて脇役を取り

あげてみました。本記事を読み、脇役の意外な歴史秘話を知ってもらえたらと思います。井藤大樹
（吉野自然保護官事務所、
近畿大学農学部研究員）
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工
さ
れ
、
酒
を
詰
め
て
江
戸
に
運

ば
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
後
期
に
は
年
間
百
万

樽
以
上
が
運
ば
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
空

き
樽
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
空
き
樽
専

門
の
問
屋
さ
ん
の
手
を
経
て
、
醤
油
・
味
噌
・

漬
物
の
生
産
な
ど
に
使
わ
れ
、
江
戸
の
都
市
生

活
を
支
え
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
軍
学
者

は
日
本
橋
と
オ
ラ
ン
ダ
は
水
で
繋
が
っ
て
い
る

と
言
い
ま
し
た
が
、
吉
野
の
森
林
も
吉
野
川
を

通
し
て
江
戸
に
繋
が
り
、
江
戸
時
代
の
経
済
を

支
え
て
い
た
の
で
す
。

　

現
在
、
木
製
の
樽
や
桶
の
需
要
は
少
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
お
祝
い
ご
と
で
酒
樽
の
鏡
開
き

を
す
る
人
も
、
木
桶
で
の
酒
・
醤
油
作
り
に
こ

だ
わ
る
蔵
元
も
ま
だ
ま
だ
お
ら
れ
ま
す
。

　

昨
年
、
吉
野
林
業
と
森
と
共
に
生
き
る
暮
ら

し
が
「
森
に
育
ま
れ
、
森
を
育
ん
だ
人
々
の
暮

ら
し
と
こ
こ
ろ
～
美
林
連
な
る
造
林
発
祥
の
地

“
吉
野
”」
と
し
て
日
本
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し

た
。
樽
丸
作
り
も
吉
野
の
遺
産
の
ひ
と
つ
と
し

て
大
切
に
伝
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

参
考
文
献　

　

森 

庄
一
郎
著
・
土
倉
庄
三
郎
校
閲　
　
　

　

１
８
９
８
『
吉
野
林
業
全
書
』
　

伊
藤
盛
林
堂

　

奈
良
県
立
民
俗
博
物
館　

２
０
０
７ 

　
『
木
を
育
て
山
に
生
き
る
～
吉
野
・
山
林
利

　

用
の
民
俗
誌
』　

　

加
藤 

薫　

２
０
０
８
『
桶
屋
の
挑
戦
』

　
（
中
公
新
書
ラ
ク
レ
）
中
央
公
論
新
社

9

吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
二
四
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

吉
野
林
業
の
歴
史
〜
樽
丸
〜

吉
野
林
業
の
歴
史
〜
樽
丸
〜

写真 1「セン」で樽丸を削る（川上村枌尾）

写真３　吉野駅（現　近鉄六田駅）から出荷される榑（1927 年頃）

写真２　大正時代～昭和初期の樽丸作り

写真４　吉野杉で新調された醸造用の桶
　　　　（吉野町　美吉野醸造）写真５　鏡開き（平成24年4月29日　森と水の源流館開館10周年記念式）
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吉
野
林
業
は
苗
木
を
密
植
し
間
伐
を
繰
り
返

す
こ
と
で
樽
丸
に
適
し
た
良
質
な
吉
野
杉
を
育

て
ま
し
た
が
、
当
然
の
事
な
が
ら
苗
木
に
も
細

心
の
注
意
を
払
っ
て
い
ま
し
た
。

　

吉
野
で
は
挿
木
で
な
く
種
か
ら
苗
木
を
育

て
ま
す
。
江
戸
時
代
の
農
学
者
、
大
蔵
永
常

（
１
７
６
８
～
１
８
６
１
年
）
の
『
公
益
国
産

考
』（
１
８
５
９
年
刊
）
に
も
種
か
ら
苗
木
を

育
て
る
方
法
が
紹
介
さ
れ
、『
吉
野
林
業
全
書
』

（
１
８
９
８
年
刊
）
に
は
さ
ら
に
詳
し
く
記
述

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
吉
野
林
業
全
書
』
に
基
づ
い
て
手
順
を
簡

単
に
説
明
す
る
と
、
杉
は
樹
齢
60
～
70
年
、
桧

は
樹
齢
40
～
50
年
の
質
の
良
い
木
を
選
び
、
そ

の
木
に
梯は
し
ご子
や
軽か
る
こ子
（
ロ
ー
プ
に
足
場
と
な
る

棒
を
絡
ま
せ
た
道
具
）
を
使
っ
て
登
り
、
枝
ご

と
実
（
球
果
）
を
取
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は

大
変
危
険
な
作
業
な
の
で
息
の
合
っ
た
二
人
一

組
で
行
い
ま
す
。
平
成
14
年
度
に
（
社
）
国
土

緑
化
推
進
機
構
の
「
森
の
名
手
・
名
人
１
０
０

人
」
に
選
ば
れ
た
杉
本
充
さ
ん
（
川
上
村
武
木

出
身　

１
９
３
２
～
２
０
１
６
年
）
は
、
奥
様

と
一
緒
に
作
業
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

実
が
付
い
た
ま
ま
の
枝
を
天
日
干
し
す
る
と

実
が
弾
け
て
種
が
落
ち
ま
す
。そ
れ
ら
を
洗
い
、

篩ふ
る
いに

か
け
、
中
サ
イ
ズ
の
も
の
だ
け
を
選
び
出

し
、
苗
床
で
杉
は
１
年
、
桧
は
２
年
か
け
て
苗

木
に
し
ま
す
。
杉
の
種
１
升
（
約
５
２
５
ｇ
）

を
苗
木
ま
で
育
て
る
費
用
は
36
円
92
銭
。
種
代

は
１
円（
現
在
の
価
値
で
１
～
２
万
円
く
ら
い
）

で
し
た
。

　

種
は
高
野
山
や
熊
野
か
ら
取
り
寄
せ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、
土
倉
庄
三
郎
は
、
や
む
を

得
な
い
と
き
以
外
は
、
そ
の
土
地
で
育
っ
た
木

の
種
を
用
い
る
べ
き
と
言
っ
て
い
ま
す
（『
林

業
視
察
復
命
書
』
明
治
36
年
２
月　

群
馬
県
多

野
郡
役
所
）。

　

明
治
時
代
中
頃
は
吉
野
・
熊
野
地
方
で
の
造

林
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。

そ
の
た
め
で
し
ょ
う
か
、
杉
種
の
価
格
が
明
治

29
～
31
年
の
間
に
60
銭
か
ら
１
円
に
値
上
が
り

し
て
い
ま
す
。
種
不
足
は
産
地
偽
装
や
不
良
品

の
流
通
問
題
を
引
き
起
し
、
そ
の
た
め
奈
良
県

で
は
種
を
採
取
す
る
樹
齢
や
時
期
を
決
め
、
種

の
取
扱
い
を
許
可
制
と
す
る
な
ど
し
て
（「
杉

扁
柏
種
子
採
取
及
販
賣
取
締
規
則
」
奈
良
縣
令

第
五
十
八
號　

明
治
44
年
12
月
27
日
）、
優
良

な
杉
・
桧
の
苗
木
の
普
及
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。

近
年
は
造
林
が
少
な
く
な
り
種
取
り
も
途
絶
え

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
先
人
が
守
り
、
育
て
て

き
た
優
良
な
吉
野
の
杉
・
桧
を
残
す
た
め
、
種

取
り
の
再
開
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

参
考
文
献　

　

上
平
豊
吉　

１
８
９
６『
吉
野
杉
桧
栽
培
法
』

　

非
売
品

　

吉
野
郡
役
所
編　

１
９
２
１
『
吉
野
林
業
案

　

内
』
吉
野
郡
役
所

　

大
和
山
林
会　

１
９
２
１
『
大
日
本
山
林
大

　

会
大
和
之
印
象
』
藤
田
三
思
堂

吉野川・紀の川流域の遺跡

軽
子
（
か
る
こ
）
を
使
っ
て
木
に
登
り
、
種
取
り
を
実
演
す
る
杉
本
充
さ
ん
（
２
０
０
５
年
　月　

日　

川
上
村
高
原
に
て
撮
影
）

大日本山林会奈良大会での実演風景
（1921 年 10月 12日　川上村高原にて撮影）

そ
の
二
五
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

吉
野
林
業
の
歴
史
〜
杉
の
種
取
り
〜

吉
野
林
業
の
歴
史
〜
杉
の
種
取
り
〜

10

15

10



と
で
す
。
当
館
も
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を
ま
す
ま
す
推
進
し

て
い
き
た
い
思
い
ま
す
。

来
館
者
へ
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
取
り
組
み
紹
介

ギ
ャ
ラ
リ
ー
展

「
ア
ク
リ
ル
タ
ワ
シ
の
世
界
～
源
流
の
生
き
も
の
た
ち
～
」

　
　
　
　
　
　
（
２
０
１
６
年
７
月
１
日
～
10
月
31
日
）

　

吉
野
川
・
紀
の
川
源
流
の
川
上
村
は
「
水
源

地
の
村
」
と
し
て
、
下
流
に
住
む
人
た
ち
に
き

れ
い
な
水
を
届
け
ら
れ
る
よ
う
活
動
を
続
け
て

い
ま
す
。
き
れ
い
な
水
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
Ｓ
の
大
切
な

テ
ー
マ
で
す
。
そ
の
具
体
的
な
取
り
組
み
へ
の

提
案
と
し
て
、
洗
剤
を
使
わ
ず
に
食
器
な
ど
の

汚
れ
を
落
と
せ
る
ア
ク
リ
ル
タ
ワ
シ
の
ア
ー
ト

作
品
の
展
示
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

川
上
村
で
見
ら
れ
る
動
物
な
ど
を
か
た
ど
っ

た
作
品
を
紹
介
し
、
８
月
６
日
に
は
ア
ク
リ
ル

タ
ワ
シ
作
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
し
ま

し
た
。
源
流
の
豊
か
な
自
然
を
守
り
伝
え
て
、

い
つ
ま
で
も
き
れ
い
な
水
を
届
け
よ
う
と
す
る

川
上
村
の
想
い
を
展
示
な
ど
で
も
来
館
者
へ
伝

え
広
げ
る
こ
と
も
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
取
り
組
み
の
一
つ

で
す
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan

  

Ｅイ
ー
エ
ス
デ
ィ
ー

Ｓ
Ｄ
と
は
「Education for Sustainable 

D
evelopm

ent

」
の
略
で
、「
持
続
可
能
な
開

発
（
発
展
）
の
た
め
の
教
育
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。

最
近
で
は
、
様
々
な
シ
ー
ン
で
Ｅ
Ｓ
Ｄ
が
テ
ー

マ
と
な
っ
て
お
り
、
当
館
で
も
Ｅ
Ｓ
Ｄ
へ
の
取

り
組
み
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

現
代
社
会
は
、
主
に
先
進
国
の
開
発
に
よ
る

資
源
消
費
の
増
大
で
、
食
糧
問
題
、
地
球
温
暖

化
、
生
物
多
様
性
の
喪
失
な
ど
様
々
な
環
境
問

題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
一

つ
し
か
な
い
地
球
の
資
源
が
足
り
な
く
な
り
ま

す
。
例
え
ば
、
地
球
上
す
べ
て
の
人
々
が
日
本

人
の
暮
ら
し
を
行
う
と
、
地
球
2.5
個
分
が
必
要

で
、
み
ん
な
で
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い

社
会
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
環
境
問
題
を
考

え
た
開
発
（
地
域
づ
く
り
）
が
重
要
で
す
。

　

２
０
０
２
年
の
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
サ
ミ
ッ
ト

で
は
、
当
時
の
小
泉
純
一
郎
首
相
が
「
Ｅ
Ｓ
Ｄ

の
10
年
」
を
提
唱
し
、
同
年
の
国
連
総
会
で

２
０
０
５
年
か
ら
を
国
連
「
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
10
年
」

と
す
る
こ
と
が
採
択
さ
れ
、
取
り
組
み
が
進
み

ま
し
た
。
さ
ら
に
、そ
の
後
の
15
年
を
見
す
え
、

２
０
１
５
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
連
本
部
に
お

い
て
、「
国
連
持
続
可
能
な
開
発
サ
ミ
ッ
ト
」

が
開
催
さ
れ
、
１
５
０
を
超
え
る
加
盟
国
首
脳

の
参
加
の
も
と
、「
我
々
の
世
界
を
変
革
す
る
：

持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
２
０
３
０
ア
ジ
ェ

ン
ダ
」
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
持
続

可
能
な
開
発
目
標
（S エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ

D
G

s: Sustainable 
D

evelopm
ent Goals

）」
と
い
う
17
の
目
標

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
も
、

持
続
可
能
な
形
で
発
展
す
る
た
め
に
、
こ
の
Ｓ

Ｄ
Ｇ
Ｓ
を
考
え
て
行
動
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は

人
材
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

Ｅ
Ｓ
Ｄ
は
、
学
校
教
育
の
中
に
も
浸
透
し
、

現
在
の
学
習
指
導
要
領
の
中
で

は
「
環
境
教
育
」
が
目
標
の
一

つ
と
な
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
が
推
進
さ

れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
現
在

改
訂
に
向
け
て
検
討
さ
れ
て
い

る
改
定
案
で
は
、
前
文
に
『
自

分
の
よ
さ
や
可
能
性
を
認
識
す

る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
他
者

を
価
値
の
あ
る
存
在
と
し
て
尊

重
し
、
多
様
な
人
々
と
協
働
し

な
が
ら
様
々
な
社
会
的
変
化
を

乗
り
越
え
、
豊
か
な
人
生
を
切

り
開
き
、
持
続
的
な
社
会
の
創
り
手
と
な
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
』
と
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を
さ
ら

に
進
め
る
内
容
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

目
標
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
と
言
う
言
葉
に
は
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
ま
さ
に
当
館
が
活
動
の
中
で

意
識
し
て
き
た
テ
ー
マ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

森
か
ら
生
ま
れ
る
木
材
、
水
や
空
気
な
ど
の

資
源
は
、
下
流
で
も
多
く
の
人
の
生
命
・
生
活

を
支
え
て
い
ま
す
。
上
下
流
を
通
じ
て
環
境
と

開
発
を
考
え
る
こ
と
は
わ
か
り
や
す
く
、
学
校

教
育
に
も
受
け
入
れ
や
す
い
テ
ー
マ
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
流
域
の
人
々
が
つ
な
が
る
環
境

づ
く
り
が
大
切
で
す
。
当
館
で
は
、
１
月
に
、

吉
野
川
・
紀
の
川
で
つ
な
が
る
和
歌
山
市
・
橋

本
市
・
奈
良
県
の
学
校
の
先
生
が
源
流
で
交
流

し
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開

催
に
協
力
す
る
な
ど
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
活
動
を
推
進
し

て
き
ま
し
た
し
、
こ
れ
ま
で
も
、
源
流
の
大
切

さ
を
下
流
に
伝
え
て
と
も
に
活
動
す
る
仲
間
を

作
っ
て
き
ま
し
た
。
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を
合
言
葉
に
、
吉

野
川
・
紀
の
川
流
域
が
活
発
に
な
っ
た
り
、
学

習
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
さ
ら
な
る
活
用
が
は
か

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
れ
ば
う
れ
し
い
こ

11

森と水の源流館とＥＳＤ

吉
野
川
・
紀
の
川
と
Ｅ
Ｓ
Ｄ

紀の川じるしのESDをテーマとして開催
した流域の先生との研修（1/21）

多くの方々に見ていただきました。

（１）貧困をなくそう（２）飢餓をゼロに（３）すべての人に健
康と福祉を（４）質の高い教育をみんなに（５）ジェンダー平
等を実現しよう（６）安全な水とトイレを世界中に（７）エネル
ギーをみんなにそしてクリーンに（８）働きがいも経済成長
（９）産業と技術革新の基盤をつくろう（10）人や国の不平
等をなくそう、（11）住み続けられるまちづくりを（12）つ
くる責任つかう責任（13）気候変動に具体的な対策を
（14）海の豊かさを守ろう（15）陸の豊かさも守ろう
（16）平和と公正をすべての人に（17）パートナーシップ
で目標を達成しよう」国連で合意した世界を変えるための
17の持続可能な開発目標です。

国際連合広報センターウェブページより引用
http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/s
ustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/

SDGsロゴ
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森
と
水
の
源
流
館
で
は
学
校
と
協
働
し
て
、
川
上

村
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
資
源
を
活
か
し
て
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を

推
進
し
て
き
ま
し
た
。
持
続
可
能
な
開
発
と
は
い
っ

て
も
、
村
内
で
は
、
過
疎
・
高
齢
化
、
限
界
集
落
な

ど
の
問
題
が
顕
在
し
て
い
ま
す
。
地
域
課
題
の
最
前

線
で
あ
る
集
落
や
維
持
し
て
い
る
地
域
の
み
な
さ
ん

は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
素
晴
ら
し

い
活
き
た
先
生
と
も
な
り
え
ま
す
。
今
回
は
、
上
谷

地
区
で
行
っ
た
奈
良
教
育
大
学
「
地
域
生
態
論
」（
河

本
大
地
准
教
授
開
講
）
の
フ
ィ
ー
ル
ド
実
習
か
ら
、

受
講
し
た
学
生
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

奈
良
県
川
上
村
エ
コ
ツ
ア
ー

　

自
然
と
人
情
味
あ
ふ
れ
た
２
日
間

　
12
月
17
〜
18
日
、「
地
域
生
態
論
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
で
川
上
村
エ
コ
ツ
ア
ー
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
一
日
目
は
川
上
村
の
美
し
い
自
然
と

ダ
ム
や
林
業
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
学
習
し
、
二
日

目
は
、
主
に
落
ち
葉
清
掃
、
村
の
方
々
と
薪
割
り
・

餅
つ
き
体
験
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

---------------------------------------------------------------------

み
ん
な
で
落
ち
葉
清
掃

　

私
た
ち
が
川
上
村
に
お
邪
魔
し
た
の
は12

月
だ
っ
た
た
め
、
落
ち
葉
に
覆
わ
れ
た
場
所
が

多
く
あ
り
ま
し
た
。
人
口
に
対
す
る
面
積
が
大

き
い
川
上
村
で
は
村
中
に
落
ち
て
い
る
膨
大
な

量
の
落
ち
葉
を

す
べ
て
掃
除
し

よ
う
と
考
え
た

ら
と
て
も
大
変

だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
、
掃
除

の
お
手
伝
い
を

さ
せ
て
い
た
だ

い
た
の
は
神
社

の
敷
地
・
階
段
、
交
通
量
の
多
い
車
道
で
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
ホ
ウ
キ
・
落
ち
葉
集
め
の
用
具
を
持

ち
、
手
分
け
を
し
な
が
ら
み
ん
な
で
き
れ
い
に

片
づ
け
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
よ

う
に
車
道
を
覆
い
つ
く
す
よ
う
に
か
ぶ
さ
っ
て

い
た
落
ち
葉
は
取
り
除
か
れ
、
舗
装
さ
れ
た
道

も
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
変
化
が
は
っ

き
り
表
れ
る
と
と
て
も
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す

ね
。

---------------------------------------------------------------------

餅
つ
き
体
験

　

掃
除
の
お
手
伝
い
を
し
た
後
は
、
餅
つ
き
を

体
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
初
は
臼

の
周
り
を
囲
ん
で
数
人
で
お
餅
を
つ
き
ま
し

た
。
餅
つ
き
と
い

う
と
、
餅
を
返
す

人
と
つ
く
人
の
２

人
が
息
を
合
わ
せ

て
行
う
の
を
想
像

し
ま
す
が
、
こ
う

い
っ
た
お
餅
の
つ

き
方
も
新
鮮
で
面

白
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

つ
い
た
お
餅
は
き
な
粉
を
ま
ぶ
し
た
り
、
中

に
あ
ん
こ
を
い
れ
た
り
、
醬
油
を
つ
け
た
り
し

て
昼
食
に
美
味
し
く
頂
き
ま
し
た
。
お
餅
を
丸

め
た
り
、
き
な
粉
や
あ
ん
こ
の
ト
ッ
ピ
ン
グ
も

行
っ
た
の
で
す
が
、
家
庭
で
お
餅
を
作
る
こ
と

は
な
く
、
ス
ー
パ
ー
で
売
ら
れ
て
い
る
パ
ッ
ク

餅
し
か
普
段
食
べ
る
こ
と
が
な
い
私
に
と
っ
て

は
、
ひ
び
割
れ
の
な
い
き
れ
い
な
お
餅
を
作
っ

た
り
、
あ
ん
こ
が
き
れ
い
に
包
ま
っ
た
お
餅
を

作
る
の
は
少
し
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
と
て

も
い
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
。

-----------------------------

薪
割
り
体
験

　

腹
ご
し
ら
え
を

し
た
後
は
、
薪
割

り
体
験
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
の
学
生

が
薪
割
り
は
初
体
験
と
い
う
こ
と
で
、
丁
寧
に

ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
手
本
と
し
て
薪

割
り
を
さ
れ
る
様
子
を
見
た
と
き
は
、
あ
ま
り

難
し
そ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
実

際
に
や
っ
て
み
る
と
斧
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

の
が
難
し
く
、
お
ろ
し
た
い
位
置
に
お
ろ
せ
ま

せ
ん
で
し
た
。
テ
ン
ポ
よ
く
均
一
に
薪
を
割
る

に
は
、
パ
ワ
ー
が
あ
ま
り
な
く
て
も
コ
ツ
を
つ

か
め
ば
上
手
く
い
く
そ
う
な
の
で
す
が
、
短
い

時
間
の
中
で
は
私
は
コ
ツ
を
つ
か
む
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
次
回
、
川
上
村
を
訪
れ
る

機
会
が
あ
れ
ば
リ
ベ
ン
ジ
し
た
い
で
す
。

　
川
上
村
で
の
二
日
間
の
エ
コ
ツ
ア
ー
を
通
し
て
、

美
し
い
森
や
水
に
囲
ま
れ
た
環
境
に
生
き
る
こ
と
の

素
晴
ら
し
さ
と
そ
う
い
っ
た
自
然
の
中
で
生
活
さ
れ

て
い
る
方
々
の
心
の
豊
か
さ
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
帰
り
道
で
は
、
何
人
も
の
参
加
者
が

も
っ
と
居
ら
れ
た
ら
よ
か
っ
た
、
ま
た
来
た
い
な
と

言
っ
て
い
た
こ
と
が
と
て
も
印
象
的
で
す
。

今
回
、
私
た
ち
の
学
習
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
方
々

に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
本
当
に
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
し
、
ま
た
機
会
が
あ
り
ま
し
た

ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

---------------------------------------------------------------------

お
わ
り
に

　

今
回
は
、
過
疎
化
に
よ
り
、
何
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
か
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
学
び
、
山
村
に

ま
だ
残
っ
て
い
る
自
然
と
共
に
生
き
る
た
め
の
技
や

知
恵
に
つ
い
て
机
上
で
は
な
く
、
体
験
を
通
し
て
学

び
ま
し
た
。
楽
し
そ
う
な
活
動
で
す
が
、
他
者
と
協

力
し
た
り
、
自
分
事
と
し
て
考
え
た
り
し
な
け
れ
ば

前
に
は
進
ま
な
い
内
容
で
す
。

　

地
域
に
と
っ
て
は
、
高
齢
化
で
難
し
く
な
っ
て
き

た
集
落
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
や
民
俗
行
事
を
若
者
が
入

る
こ
と
に
よ
っ
て
継
続
で
き
る
機
会
と
も
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
上
谷
で
は
、
か
つ
て
普
通
の
行
事
だ
っ
た

餅
つ
き
は
十
数
年
ぶ
り
の
こ
と
で
し
た
。

　

川
上
村
に
は
、
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
に
必
要

な
自
然
・
文
化
・
歴
史
な
ど
大
切
な
資
源
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
す
ば
ら
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
と
資
源
を

守
り
な
が
ら
、
学
び
の
場
と
し
て
も
発
展
さ
せ
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
皆
様
の

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

森と水の源流館とＥＳＤ
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働
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取
り
組
み
事
例
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森
と
水
の
源
流
館
の
開
館
か
ら
、
森
の
大
切

さ
を
伝
え
る
た
め
に
行
事
等
で
一
緒
に
奮
闘
し

て
い
た
だ
い
て
い
た
杉
本
充
さ
ん
が
平
成
28
年

９
月
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
杉
本
さ

ん
は
、
昭
和
７
年
に
川
上
村
武
木
に
生
ま
れ
、

林
業
に
従
事
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
か
る
こ
軽
子

と
呼
ば
れ
る
棒
状
の
道
具
と
ロ
ー
プ
を
使
っ
て

の
木
登
り
、
軽
子
の
ぼ
り
で
行
う
ス
ギ
の
種
取

り
名
人
と
し
て
平
成
14
年
に
は
「
森
の
名
手
名

人
百
人
」（
社
団
法
人
国
土
緑
化
推
進
機
構
認

定
）
に
選
ば
れ
る
な
ど
、
吉
野
林
業
の
発
展
に

活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ア
ユ
釣
り
の
名
人

と
し
て
も
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
が
、
森
と
水
の
源
流
館
に
採
用
さ
れ
た
平

成
17
年
、
館
に
突
然
お
越
し
に
な
っ
て
「
山
の

こ
と
や
っ
た
ら
、
お
っ
ち
ゃ
ん
に
何
で
も
聞
い

て
く
だ
さ
い
。
呼
び
方
は
『
杉
本
さ
ん
』
と
か

『
先
生
』
と
か
呼
ば
ん
で
え
え
か
ら
、『
お
っ

ち
ゃ
ん
』
て
呼
ん
で
く
だ
さ
い
。」
と
言
わ
れ

た
の
を
今
で
も
強
く
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
言

葉
通
り
お
っ
ち
ゃ
ん
に
は
、
私
の
専
門
外
だ
っ

た
林
業
や
川
上
村
の
山
の
こ
と
を
た
く
さ
ん
教

わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
今
で
は
、
私
の
大

切
な
財
産
で
す
。
ま
た
、
森
の
大
切
さ
を
伝
え

る
た
め
の
当
館
の
活
動
に
積
極
的
に
協
力
い
た

だ
き
、
森
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
は
軽
子
の
ぼ
り
で
の
種
取
り
を
披

露
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
間
伐
体
験
の
講
師
を

し
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
な
ど
、
た
び
た
び
ゲ

ス
ト
講
師
と
し
て
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
特

に
、
こ
れ
か
ら
を
担
う
若
者
に
森
の
大
切
さ
を

伝
え
よ
う
と
す
る
思
い
が
大
変
強
く
、
森
の
名

手
名
人
１
０
０
人
に
選
ば
れ
た
際
の
高
校
生
の

聞
き
書
き
に
協
力
し
た
の
を
は
じ
め
、
多
く
の

若
者
と
積
極
的
に
関
わ
ら
れ
、
森
の
大
切
さ
を

伝
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

杉
本
さ
ん
は
終
始
一
貫
し
て
「
原
生
林
は

放
っ
て
お
い
て
も
、森
で
何
と
か
す
る
。
で
も
、

人
間
が
手
を
入
れ
て
人
工
林
に
し
て
し
ま
っ
た

ら
、
最
後
ま
で
責
任
を
も
っ
て
、
面
倒
見
続
け

て
い
か
な
あ
か
ん
」
と
の
考
え
の
下
、「
昔
の

人
が
考
え
て
今
の
山
を
作
っ
て
く
れ
た
ん
や
か

ら
、
１
０
０
年
後
の
山
を
想
像
し
て
仕
事
せ
な

あ
か
ん
」
と
先
を
見
す
え
て
林
業
、
山
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
仕
事

の
一
つ
が
、
次
代
に
森
に
関
わ
っ
て
も
ら
う

た
め
の
取
り
組
み
だ
っ
た
の
か
と
思
い
ま
す
。

き
っ
と
天
国
で
も
、
川
上
村
の
森
を
見
守
っ
て

い
る
杉
本
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
人
と
森

と
の
関
係
の
大
切
さ
を
次
の
代
に
つ
な
げ
て
い

く
よ
う
な
先
を
見
す
え
た
活
動
を
し
て
い
く
の

も
当
館
の
大
切
な
使
命
と
と
ら
え
て
活
動
を
進

め
て
い
く
決
意
を
新
た
に
し
て
、
ご
冥
福
を
お

祈
り
し
ま
す
。

杉本　充さんを偲んで

杉
本 

充
さ
ん
を
偲
ん
で

杉
本 

充
さ
ん
を
偲
ん
で

スギの種取りイベントで軽子のぼりを披
露する杉本さん（2005 年 10月 15日）

スギの種について説明
　　　　　　　　（2005年 10月 15日）

現存する最古の吉野杉、樹齢約 400 年
の歴史の証人への木登りに挑む杉本さん
（左）右は、辻谷達雄さん（当時当館館長）
　　　　　　　　（2008 年５月３日）

高校生に火のおこしかたを説明中
　　　　　　　（2008 年 12月 21日）

セミナーで若者に森の大切さを語る　　
　　　　　　　（2010 年 2月 27日）

「山ありて人あり」「山に来て木と話そう」
杉本さんのメッセージをこれからも大切
にしていきたいと思います。
（2008 年 11月 8日）
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８
月
６
日
、
今
年
も
谷
幸
三
先
生
を
講
師
に

迎
え
、
午
前
・
午
後
に
分
け
て
計
１
２
９
人
の

参
加
者
で
実
施
し
ま
し
た
。
昨
年
度
に
引
き

続
き
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
様
協
賛
の
「A

Q
U

A
 

SO
CIA

L FESS!!

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
実
施
し
ま
し
た
。

　

吉
野
川
源
流
部
の
支
流
、
音お
と
な
し
が
わ

無
川
の
上
流
、

あ
き
つ
の
小
野
ス
ポ
ー
ツ
公
園
で
水
生
生
物
を

み
ん
な
で
探
し
ま
し
た
。
見
つ
け
た
種
を
谷
先

生
に
同
定
し
て
も
ら
っ
た
結
果
、
き
れ
い
な
水

に
す
む
種
14
種
、
や
や
き
れ
い
な
水
に
す
む
種

７
種
、
よ
ご
れ
た
水
に
す
む
種
４
種
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。
と
て
も
汚
れ
た
水
に
す
む
種
は
今

年
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

記
録
が
多
か
っ
た
の
は
き
れ
い
な
水
、
や
や

き
れ
い
な
水
に
す
む
種
で
、
音
無
川
の
水
質
が

良
好
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

観
察
後
、
谷
先
生
と
一
緒
に
環
境
を
守
る
こ

と
に
つ
い
て
楽
し
く
学
び
ま
し
た
。

　

８
月
21
日
、
吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊
「
白

屋
の
虫
を
し
ら
べ
よ
う
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

大
滝
ダ
ム
建
設
に
伴
い
、
全
戸
移
転
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
白
屋
地
区
に
ど
ん
な
虫
が
い
る
の

か
、
講
師
の
伊
藤
ふ
く
お
さ
ん
（
昆
虫
生
態
写

真
家
）、
古
山
暁
さ
ん
（
ま
く
ろ
み
あ
）
と
と

も
に
し
ら
べ
ま
し
た
。
参
加
し
て
く
れ
た
子
ど

も
た
ち
も
暑
い
中
、
頑
張
っ
て
虫
を
さ
が
し
て

く
れ
た
お
か
げ
で
、
少
な
い
時
間
で
し
た
が
、

49
種
類
の
昆
虫
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

大
滝
ダ
ム
建
設
に
よ
り
、
白
屋
に
人
は
住
ま

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
人
間
生
活
に
寄
り
添
っ

て
生
き
て
き
た
生
き
物
た
ち
は
、
ま
だ
そ
の
ま

ま
こ
こ
に
い
ま
す
。
人
が
住
ま
な
く
な
っ
た
こ

と
で
、
自
然
環
境
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る

の
か
を
、
引
き
続
き
み
な
さ
ん
と
し
ら
べ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan14

赤とんぼ捕まえた！

川の生き物をザルなどでゴソゴソと採集しました

※周辺で観察された昆虫：ウスバキトンボ／ミヤマカワトンボ／スジグロチョウ／
　ミンミンゼミ（鳴く）／ニイニイゼミ（鳴く）／アブラゼミ（鳴く）／クマゼミ（鳴く）

谷先生の楽しい学習会

この虫何？

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
６
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
21
日
日

調
査
結
果

きれいな水　（17種）
ヘビトンボ／モンキマメゲンゴロウ／ゲンジボタル／クロス
ジヘビトンボ／オジロサナエ／フタスジモンカゲロウ／ミヤ
マカワトンボ／カミムラカワゲラ／ニンギョウトビケラ／シ
マアメンボ（以上水生昆虫）／サワガニ／ニッポンヨコエビ（以
上甲殻類）／カワヨシノボリ（魚類）

ややきれいな水　（7種）
ダビドサナエ／コバントビケラ／コオニヤンマ／アメンボ（以
上水生昆虫）／カワニナ（貝類）／アブラハヤ（魚類）／ア
カハライモリ（両生類）

よごれた水　（4種）　
　ガガンボ／ビロードイシビル／キイロカワカゲロウ／シロフア
ブ（以上水生昆虫）

とてもよごれた水　（0種）
気温：30℃（午前）・28.5℃（午後）
水温：25.5℃

トンボのなかま（4 種）▶アキアカネ／ウスバキトンボ／オオシオカラトンボ／
シオカラトンボ
バッタのなかま（12 種）▶ニシキリギス／ショウリョウバッタモドキ／ホシサ
サキリ／オナガササキリ／ツヅレサセコオロギ／ヒロバネヒナバッタ／クダマキモ
ドキ／シバスズ／ツチイナゴ／モリオカメコオロギ／オンブバッタ
ゴキブリ・カマキリのなかま（２種）▶モリチャバネゴキブリ／ヒメカマキリ
カメムシのなかま（3 種）▶シラホシカメムシ／エビイロカメムシ／クロホシカ
メムシ
セミのなかま（6 種）▶ミンミンゼミ／ニイニイゼミ／アブラゼミ／ツクツクボ
ウシ／テングスケバ／ツマグロオオヨコバイ
ハチのなかま（6 種）▶アミメアリ／キイロスズメバチ／ベッコウクモバチ／エ
ントツドロバチ／キムネクマバチ／コアシナガバチ
甲虫のなかま（3 種）▶オオセンチコガネ／シロテンハナムグリ／コアオハナム
グリ
チョウのなかま（12 種）▶ヤマトシジミ／ウラギンシジミ／キタキチョウ／ナ
ミアゲハ／モンキチョウ／ベニシジミ／アオスジアゲハ／イチモンジセセリ／ヒメ
ウラナミジャノメ／コミスジ／ミスジチョウ／ツマグロヒョウモン

見
つ
か
っ
た
生
き
物
リ
ス
ト

※順不同



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27年度、554,512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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の
活
動
を
さ
れ
て
い
る
「
N 

P 

O
法
人
山
野
草

の
里
」
さ
ん
と
の
相
互
交
流
事
業
を
実
施
し
ま

し
た
。

　

８
月
20
日
に
源
流
人
会
の
み
な
さ
ん
と
一
緒

に
桜
井
市
三
谷
の
「
山
野
草
の
里
」
を
訪
ね
ま

し
た
。
大
和
川
源
流
部
の
い
わ
ゆ
る
里
山
で
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
を
中
心
に
、田
ん
ぼ
や
畑
、

ま
た
生
き
物
が
集
ま
る
ビ
オ
ト
ー
プ
な
ど
の
整

備
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
は
、
活
動
に
混

ぜ
て
い
た
だ
く
形
で
、
生
き
物
観
察
や
、
ソ
バ

の
種
ま
き
の
お
手
伝
い
な
ど
を
行
い
、
最
後
に

活
動
の
感
想
な
ど
を
共
有
し
ま
し
た
。
初
め
て

の
交
流
と
な
り
ま
し
た
が
、
お
互
い
普
段
か
ら

森
に
関
わ
っ
て
い
る
者
同
士
で
お
話
も
盛
り
上

が
り
ま
し
た
。

　

２
回
目
は
、
９
月
17
日
に
川
上
村
白
屋
に
、

「
山
野
草
の
里
」
の
み
な
さ
ん
を
源
流
人
会
の

み
な
さ
ん
と
お
迎
え
し
ま
し
た
。
吉
野
川
源
流

部
で
活
動
し
て
い
る
「
源
流
学
の
森
づ
く
り
」

の
現
場
も
見
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
は
じ

め
て
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
は
白
屋
で
行
っ
て

い
る
「
未
来
へ
の
風
景
づ
く
り
」
で
森
と
水
の

源
流
館
が
管
理
し
て
い
る
区
画
を
一
緒
に
草
刈

り
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
源
流
学
の
森
づ
く

　

自
然
を
保
全
す
る
活
動
は
、
と
て
も
大
切
な

活
動
だ
と
い
う
認
識
は
日
本
で
は
か
な
り
一
般

化
し
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
日
本
で
空
気
を
汚

し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
が
一
般
化
さ
れ

た
結
果
、
工
場
や
自
動
車
か
ら
の
排
気
ガ
ス
の

規
制
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
私
た

ち
は
、
普
段
、
息
を
す
る
の
に
困
る
こ
と
は
あ

ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
隣
国
か
ら
押
し

寄
せ
る
P 

M 

２
・
５
な
ど
に
よ
る
大
気
汚
染
が

日
本
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
、活
動
は
「
点
」

で
や
っ
て
い
て
も
ナ
カ
ナ
カ
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
「
線
」、そ
し
て
「
面
」

で
考
え
、
実
行
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

川
上
村
で
は
、
水
源
地
の
森
の
保
全
や
源
流

学
の
森
づ
く
り
な
ど
源
流
域
で
の
環
境
保
全
活

動
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
と
一
緒
に
頑
張
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
を
深
化
さ
せ
て
い
く
上

で
は
、
流
域
を
は
じ
め
様
々
な
団
体
と
の
連
携

と
い
う
の
が
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま

す
。

 

そ
こ
で
、

今
回
は
、

大
和
川
源

流
、
桜
井

市
三
谷
で
、

熱
心
に
里

山
づ
く
り

り
や
川
上

村
の
進
め

て
い
る
水

源
地
の
村

づ
く
り
の

経
緯
や
コ

ン
セ
プ
ト

な
ど
も
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昼
食
後
、
白

屋
地
区
の
自
然
観
察
な
ど
で
交
流
を
図
り
ま
し

た
。
最
後
に
、
ま
と
め
を
行
い
、
今
後
の
交
流

や
活
動
に
活
か
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
あ
い
ま
し
た
。

　

終
了
後
、
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
地
域
お
こ

し
協
力
隊
の
立
ち
上
げ
た
農
家
民
宿
H 

A 

N 

A 

R 

E
に
移
動
し
宿
泊
し
ま
し
た
。
夜
は
、
ラ
イ
ト

ト
ラ
ッ
プ
で
昆
虫
を
観
察
し
た
り
、
夜
遅
く
ま

で
、
お
互
い
の
森
づ
く
り
活
動
の
情
報
交
換
を

し
た
り
と
楽
し
く
す
ご
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
多
く
の
森
づ
く
り
の
な
か
ま
と
つ

な
が
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
山
野
草
の

会
の
み
な
さ
ま
、
源
流
人
会
の
み
な
さ
ま
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

山
野
草
の
里
交
流
会

山
野
草
の
里
交
流
会

農家民宿 HANARE で昆虫観察

ソバの種まきのお手伝い

白屋でいっしょに草刈りしました

山野草の里（桜井市三谷）


