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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28年度、184,758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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も
下
が
る
た
め
、
囲
炉
裏
の
暖
に
、
風
呂
焚
き

に
、
あ
っ
と
い
う
間
に
使
い
切
っ
て
し
ま
う
の

で
た
く
さ
ん
準
備
が
必
要
で
す
。
あ
れ
こ
れ
手

分
け
し
て
冬
に
供
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
素
麺

と
た
っ
ぷ
り
の
根
菜
が
入
っ
た
川
上
村
の
雑
炊

「
み
ぃ
」
を
食
べ
て
体
の
中
か
ら
暖
ま
っ
た
後
、

再
び
冬
支
度
を
続
け
ま
す
。
機
会
が
あ
れ
ば
炭

焼
き
を
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
す
ぐ
近
く
に
は
和
歌
山
市
さ
ん

が
水
源
地
保
護
に
取
り
組
む
森
や
、
関
西
電
力

労
働
組
合
の
本
店
地
区
・
大
阪
南
地
区
本
部
の

組
合
員
さ
ん
た
ち
が
森
林
環
境
保
全
の
た
め
に

手
入
れ
を
す
る
森
も
あ
り
、
当
初
に
比
べ
て
何

処
も
木
が
大
き
く
な
り
、
森
が
育
っ
て
き
た
と

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
世
代
に
豊
か
な
自
然
・
環
境
と

と
も
に
、
活
動
の
記
録
を
残
し
て
い
け
れ
ば
と

願
い
ま
す
。 

　

森
と
水
の
源
流
館
で
は
、
館
内
の
「
葉
っ
ぱ

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
展
示
す
る
作
品
を
公
募
し
て

お
り
、
今
回
は
源
流
人
会
の
中
島
裕
子
さ
ん
に

出
展
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

中
島
さ
ん
は
大
阪
府
羽
曳
野
市
に
お
住
ま

い
の
管
理
栄
養
士
さ
ん
で
、「
水
源
地
の
森
ツ

ア
ー
」
に
参
加
し
た
際
ご
覧
に
な
っ
た
「
水
源

地
の
森
」
の
美
し
さ
に
魅
か
れ
て
川
上
村
に
通

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
川
上

　

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
。

　

今
年
は
ス
ズ
メ
バ
チ
が
多
く
、
山
小
屋
に
入

る
時
に
覚
悟
が
必
要
で
し
た
。
し
か
し
、
11
月

も
末
頃
に
な
る
と
動
き
回
る
こ
と
も
な
く
、
人

は
火
が
恋
し
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
取

り
組
み
で
は
燃
料
も
自
分
た
ち
で
調
達
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
日
は
６
名
の
参
加
が

あ
り
、
大
人
も
子
供
も
一
緒
に
頑
張
り
ま
し

た
。
森
の
手
入
れ
で
伐
っ
た
木
は
、
上
手
く
並

べ
て
土
留
め
に
し
た
り
、
林
内
の
歩
道
を
補
修

し
た
り
、そ
の
場
で
使
う
こ
と
が
多
い
で
す
が
、

適
当
な
長
さ
に
小
切
っ
て
軒
先
に
積
み
上
げ
る

と
、
薪
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
だ
ん
だ
ん
と
気
温
も
水
温

村
に
は
「
水
源
地
の
森
」
以
外
に
も
、
村
民
の

人
柄
、
良
い
水
と
美
味
し
い
も
の
な
ど
様
々
な

魅
力
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
、
そ
の
思
い
出

を
趣
味
に
さ
れ
て
い
る
絵
画
に
描
き
た
め
ら
れ

ま
し
た
。
今
回
、
そ
の
内
の
貼
り
絵
２
点
・
油

絵
６
点
と
、
作
品
の
解
説
と
川
上
村
で
の
思
い

出
を
描
い
た
イ
ラ
ス
ト
６
点
の
計
14
点
の
作
品

を
お
借
り
し
て
展
示
し
ま
し
た
。
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講
師
に
綛
谷
文
清
氏
（
し
だ
と
こ
け
談
話

会
）、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
山
田
香
菜
子
さ
ん
を

招
き
、
吉
野
町
教
育
委
員
会
の
協
力
で
、
12
人

の
参
加
者
で
実
施
し
ま
し
た
。
11
時
に
吉
野
町

宮
滝
の
吉
野
歴
史
資
料
館
に
集
合
し
、
館
内
で

綛
谷
氏
に
よ
る
シ
ダ
の
基
本
的
な
レ
ク
チ
ャ
ー

を
聞
い
た
後
、
喜
佐
谷
方
面
を
高
滝
ま
で
シ
ダ

を
観
察
し
ま
し
た
。

　

ゆ
っ
く
り
と
一
種
ず
つ
特
徴
を
説
明
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
も
、
最
初

は
同
じ
よ
う
に
見
え
た
シ
ダ
の
区
別
が
少
し
ず

つ
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
研
究
者
の
中

で
も
種
と
し
て
の
扱
い
が
混

乱
し
て
い
る
ヤ
マ
ヤ
ブ
ソ
テ

ツ
（
最
近
の
図
鑑
で
は
ヤ
ブ

ソ
テ
ツ
の
一
形
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
も
ヤ

ブ
ソ
テ
ツ
と
の
区
別
点
が
あ

る
こ
と
を
説
明
し
て
い
た
だ

く
な
ど
、
最
新
の
研
究
状
況

に
即
し
て
、
お
話
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

ル
ー
ト
中
に
は
、
人
里
か

ら
里
山
に
か
け
て
生
育
す
る

種
が
多
く
観
察
さ
れ
ま
し

た
。
普
通
に
歩
け
ば
、
20
分

ほ
ど
の
距
離
で
す
が
、
観
察
し
な
が
ら
歩
く
と

た
っ
ぷ
り
３
時
間
で
も
足
り
な
い
ほ
ど
で
し

た
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

説明をする綛谷氏

図鑑ではヤブソテツとされているヤマヤブソテツ

コケの名前が付くシダであるクラマゴケ

中学校の理科の教科書に登場することがあるイヌワラビ

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

喜
佐
谷
の
シ
ダ
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

喜
佐
谷
の
シ
ダ
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

９
月

　日
30

目
標
を
通
過
。
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
！

　

実
は
森
と
水
の
源
流
館
が
で
き
た
時
か
ら
、

こ
こ
が
学
校
の
先
生
の
集
ま
る
場
と
な
る
こ
と

を
目
標
に
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
県
や

市
な
ど
の
教
育
研
究
所
な
ど
に
よ
る
単
発
の
研

修
会
の
会
場
と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、

本
年
度
の
取
組
は
実
際
に
行
う
授
業
を
先
生
た

ち
が
研
究
し
、
話
し
合
い
、
創
っ
て
い
き
、
発

表
・
共
有
す
る
場
で
、
こ
れ
こ
そ
が
当
初
に
描

い
た
目
標
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
取
組
を
次
年
度
以
降
も
さ
ら
に
継
続
し

な
が
ら
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
広
が
り
と
深
ま
り
の
た
め

に
役
割
が
担
え
る
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
ス
タ
ッ
フ

一
人
一
人
の
質
を
高
め
る
努
力
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
視
点
を
常
に
意
識

　

Ｅ
Ｓ
Ｄ（E

ducation for Sustainable 
D

evelopm
ent

）
と
は
、
持
続
可
能
な
社
会
づ

く
り
の
担
い
手
を
育
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
教

育
活
動
の
こ
と
。
こ
の
言
葉
が
初
め
て
本
誌
面

に
登
場
し
た
の
は
２
０
１
６
年
の
春
先
の
号
で

し
た
。
そ
れ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
の
中
で

常
に
こ
の
視
点
を
意
識
し
、
推
進
す
る
団
体
や

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
る

よ
う
努
め
て
き
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
７
年
が
明
け
て
早
々
に
「
紀
の
川
じ

る
し
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ
～
奈
良
と
和
歌
山
の
先
生
が
同

じ
源
流
・
川
上
村
で
研
修
会
」
を
開
催
。
同
じ

源
流
か
ら
水
が
届
く
異
な
る
県
か
ら
教
員
が
集

い
、
水
の
つ
な
が
り
を
ど
の
よ
う
に
授
業
に
い

か
し
て
い
る
か
、
い
か
し
て
い
け
る
か
に
つ
い

て
体
験
の
共
有
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

現
職
教
員
に
よ
る
授
業
づ
く
り
道
場
!?

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
７
月
か
ら
は
近
畿

Ｅ
Ｓ
Ｄ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

と
は
、
複
数
の
団
体
か
ら
な
る
、
連
合
・
共
同

体
と
い
う
意
味
）
に
よ
る
森
と
水
の
源
流
館
授

公
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　授
業
づ
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ミ
ナ
ー

業
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

同
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
は
、
近
畿
地
方
全
域
を
視

野
に
Ｅ
Ｓ
Ｄ
推
進
の
拠
点
作
り
を
進
め
る
し
く

み
で
す
。
奈
良
教
育
大
学
に
拠
点
を
お
き
、
そ

こ
で
は
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を
実
践
で
き
る
教
員
の
養
成
を

目
的
と
し
、
現
職
教
員
・
教
員
を
目
指
す
学
生

向
け
セ
ミ
ナ
ー
・
勉
強
会
の
開
催
、
ま
た
学
校

現
場
等
で
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ
実
践
の
支
援
、
校
内
研
修

や
授
業
研
究
等
へ
の
講
師
派
遣
な
ど
の
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
授
業
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、奈
良
市
・

大
和
郡
山
市
、
橿
原
市
、
和
歌
山
県
橋
本
市
か

ら
現
職
教
員
が
参
加
し
、
吉
野
川
分
水
、
紀
の

川
等
の
「
水
の
恵
み
」
に
焦
点
を
当
て
、
お
い

し
い
米
や
野
菜
の
も
と
に
な
る
「
い
い
水
」
を

つ
く
る
源
流
で
の
取
組
や
、
吉
野
林
業
に
つ
い

て
教
材
化
し
、
授
業
に
す
る
も
の
で
、
７
月
か

ら
翌
年
１
月
ま
で
の
間
で
５
回
に
わ
た
っ
て
、

森
と
水
の
源
流
館
で
開
催
を
し
ま
し
た
。
指
導

案
作
成
か
ら
授
業
実
践
・
記
録
作
成
を
行
う
教

員
に
対
し
て
、
大
学
教
員
・
指
導
主
事
が
授
業

化
デ
ザ
イ
ン
等
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
を
行
い
ま

し
た
。
わ
ら
わ
れ
は
教
育
資
源
や
人
材
と
教
員

を
つ
な
ぐ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
役
割
を
担
い
ま

し
た
。

　
　
　
　
　
　

教
材
化
に
お
け
る
連
携
・
協
働

　

こ
の
事
業
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
学
校
教
育
機
関

と
博
物
館
等
の
社
会
教
育
施
設
が
連
携
・
協
働

す
る
こ
と
で
、
森
と
水
の
源
流
館
ス
タ
ッ
フ
か

ら
専
門
的
な
知
識
と
、
本
財
団
の
有
す
る
紀
の

川
（
吉
野
川
）
や
吉
野
川
分
水
流
域
を
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
す
る
情
報
が
教
材
化
の
中
で
役
に
立
っ

た
よ
う
で
す
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
も
授
業
を
設
計

す
る
先
生
の
ご
苦
労
と
情
報
や
資
源
を
提
供
す

る
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

授業づくりセミナーのようす　　（会場　森と水の源流館「川上村劇場」）

川上村での水辺の生き物観察を取り入れた授業　（奈良市立平城小学校）
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クベニシダ／ジュウモンジシダ／テリハヤブソテツ／ハカタ
シダ／ヒメカナワラビ／ベニシダ／マルバベニシダ／ヤブソ
テツ／リョウメンシダ
［ウラボシ科］クリハラン／ノキシノブ／マメヅタ／ミツデウ
ラボシ

×オオホソバシケシダは雑種で、シケシダ×ホソバシケシダ
×キヨズミイノデは雑種で、イノデモドキ×サイゴクイノデ

【観 察 種】：16科 49種



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
⑭達ちゃんクラブ
　の卒業式「源流学」「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　

吉
野
町
丹
治
に
は
鎌
倉
時
代
の
瓦
窯
が
あ
り

ま
す
。
最
近
こ
こ
で
焼
か
れ
た
瓦
が
、
金
峯
山

寺
や
比
曽
寺
（
世
尊
寺　

大
淀
町
）
で
使
わ
れ

た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

金
峯
山
寺
蔵
王
堂
は
、
平
安
時
代
の
創
建

か
ら
少
な
く
と
も
４
回
再
建
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
の
檜
皮
葺
の
蔵
王
堂
は
、
天
正

１
９
（
１
５
９
２
）
年
の
も
の
で
、
そ
れ
以
前

は
瓦
葺
の
建
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
４
回
の
内
、
文
永
年
間
（
１
２
６
４

～
７
４
）
の
再
建
に
は
、
真
言
律
宗
の
叡え
い
そ
ん尊

（
１
２
０
１
～
９
０
）
が
関
与
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

叡
尊
と
い
っ
て
も
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
と

思
い
ま
す
が
、
そ
の
業
績
は
親
鸞
や
日
蓮
に
劣

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
大
和
郡
山

市
に
生
ま
れ
、
醍
醐
寺
（
京
都
市
）
や
高
野
山

な
ど
で
修
行
し
た
叡
尊
は
、西
大
寺
（
奈
良
市
）

を
拠
点
と
し
て
、
廃
れ
か
け
て
い
た
戒
律
（
僧

侶
と
し
て
あ
る
べ
き
規
範
）
を
復
興
し
、
多
く

の
寺
院
を
再
興
し
ま
し
た
。
社
会
的
弱
者
へ
の

布
教
・
救
済
も
積
極
的
に
行
い
、
後
嵯
峨
上
皇

や
北
条
時
頼
（
鎌
倉
幕
府
執
権
）
か
ら
も
篤
い

信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

叡
尊
は
吉
野
と
関
係
が
深
い
人
物
で
し
た
。

『
沙
石
集
』
に
は
吉
野
山
執
行
春
誉
が
弟
子
と

な
っ
た
話
が
あ
り
、
文
永
９
（
１
２
７
２
）
年

に
金
峯
山
寺
で
１
７
２
１
人
に
戒
律
を
授
け
た

記
録
も
あ
り
ま
す
。
蔵
王
堂
再
建
の
責
任
者

と
し
て
金
峯
山
寺
鐘
（
文
永
元
（
１
２
６
４
）

年
。
現
存
せ
ず
）
に
名
前
が
刻
ま
れ
た
実
円
は

叡
尊
の
弟
子
と
さ
れ
、
作
者
の
丹
治
久
友
（
河

内
鋳
物
師　

鎌
倉
大
仏
を
鋳
造
）
も
、
叡
尊
の

弟
子
源
海
が
作
ら
せ
た
茨
城
県
土
浦
市
般
若
寺

鐘
（
建
治
元
（
１
２
７
５
）
年
）
を
鋳
造
す
る

な
ど
真
言
律
宗
と
関
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

比
曽
寺
も
、金
峯
山
寺
の
春
豪
が
再
建
し
て
、

叡
尊
が
管
理
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
実
際

に
鎌
倉
時
代
後
期
に
大
規
模
な
寺
地
の
造
成
が

行
わ
れ
、
西
大
寺
と
同
文
様
の
軒
平
瓦
が
使
わ

れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。

　

図
２
は
採
集
さ
れ
た
瓦
で
す
。１
は
平
瓦
で
、

菱
形
の
叩
き
文
様
が
見
ら
れ
ま
す
。
２
は
連
珠

文
軒
平
瓦
、
３
は
蓮
華
唐
草
文
軒
平
瓦
で
す
。

瓦
の
文
様
や
製
作
技
法
、
砂
礫
分
析
（
註
１
）

か
ら
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
金
峯
山
寺
や
比
曽
寺

の
瓦
が
焼
か
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
さ
そ
う

で
す
が
、
な
ぜ
丹
治
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
を
解
く
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
の
が
丹
治

の
住
人
誓
阿
尼
が
、
西
大
寺
に
田
畑
を
寄
進
し

た
記
録
（「
西
大
寺
田
園
目
録
」）
で
す
。

　

お
そ
ら
く
金
峯
山
寺
に
縁
が
深
く
、
叡
尊
や

真
言
律
宗
を
支
援
す
る
有
力
者
が
丹
治
に
住
ん

で
お
り
、
そ
の
関
係
か
ら
蔵
王
堂
や
比
曽
寺
再

建
の
拠
点
が
置
か
れ
、
瓦
窯
も
築
か
れ
た
の
で

し
ょ
う
。「
丹
治
」
と
い
う
地
名
も
真
言
律
宗

と
と
も
に
蔵
王
堂
再
建
に
関
わ
っ
て
い
た
丹
治

久
友
に
由
来
す
る
と
考
え
る
の
は
飛
躍
が
過
ぎ

る
で
し
ょ
う
か
？

註
１　

奥
田
尚
氏
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研

　
　
　

究
所
共
同
研
究
員
）の
ご
教
示
に
よ
る
。

参
考
文
献

　

首
藤
善
樹
編　

２
０
０
０　
『
金
峯
山
寺
史

　

料
集
成
』
国
書
刊
行
会

　

大
淀
町
教
育
委
員
会
編　

２
０
０
８　
　
　

　
『
大
淀
町
文
化
財
調
査
報
告
第
４
集　

平
成

　

１
７
・
１
８
年
度　

大
淀
町
文
化
財
調
査
報

　

告　

史
跡
比
曽
寺
跡
・
大
淀
桜
ヶ
丘
遺
跡
』

　

堺
市
博
物
館
編　

２
０
１
７　
『
河
内
鋳
物

　

師
の
誇
り
Ⅳ
｜
鎌
倉
大
仏
の
鋳
造
と
東
国

　

の
鋳
物
師
｜
』
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吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
二
七
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

﹁
丹
治
の
瓦
窯
﹂

﹁
丹
治
の
瓦
窯
﹂

２
０
０
８
年
４
月
か
ら
始
ま
っ
た
「
達

ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
」
は
、
こ
な
い
だ
の

「
手
作
り
味
噌
に
挑
戦
」（
２
０
１
８

年
２
月
10
日
実
施
）
を
も
っ
て
、
と
う
と
う
終

わ
り
の
日
を
迎
え
た
。「
最
終
回
に
し
て
、や
っ

と
参
加
で
き
ま
し
た
」
と
、
小
学
校
の
娘
さ
ん

と
名
張
か
ら
来
て
く
れ
た
人
も
お
っ
た
ら
、「
最

後
と
聞
い
て
駆
け
つ
け
て
き
た
よ
」
と
い
っ
た

お
な
じ
み
さ
ん
も
お
っ
て
、
ほ
ん
ま
大
勢
の
人

が
参
加
し
て
く
れ
て
、
最
後
の
日
を
過
ご
す
こ

と
が
で
き
た
。

こ
う
や
っ
て
体
験
を
通
じ
て
、
川
上

村
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、
街

の
人
と
村
の
人
が
交
流
で
き
た
ら

い
い
な
ぁ
と
思
っ
て
始
め
た
「
達
ち
ゃ
ん
ク
ラ

ブ
」も
、事
務
局
に
確
認
し
た
ら
、こ
の
20
年
間
、

体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
全
部
で
２
３
１
回
、
合
計

８
３
６
２
人
が
参
加
し
て
く
れ
た
そ
う
や
。
ほ

ん
ま
あ
り
が
た
い
こ
と
や
と
、感
謝
し
て
い
る
。

こ
ん
な
に
長
く
続
け
て
こ
れ
た
の
も
、
み
ん
な

の
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
や
。

　
歳
で
山
の
仕
事
も
一
線
引
い
た
後
、

過
疎
化
が
進
む
川
上
で
、
何
か
で

き
な
い
か
な
と
、
当
時
、
も
く
も

く
館
（
川
上
村
林
業
資
料
館
）
の
ス
タ
ッ
フ
と
、

手
さ
ぐ
り
で
始
め
た
の
が
最
初
や
っ
た
。
記
念

す
べ
き
一
回
目
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
山
菜
の
天
ぷ

ら
。「
３
人
で
も
来
た
ら
、
や
る
で
」
と
い
っ

て
た
ん
や
け
ど
、
ふ
た
開
け
た
ら
、
27
人
の
申

込
が
あ
っ
て
、ほ
ん
ま
驚
い
た
。街
の
人
も
や
っ

て
み
た
い
と
思
っ
て
た
ん
や
な
と
。
お
か
げ
で

毎
月
の
定
員
は
30
名
や
け
ど
、
い
つ
も
倍
近
く

の
申
込
が
あ
っ
た
そ
う
や
。

そ
こ
か
ら
毎
月
、
山
歩
き
や
山
遊
び

は
わ
し
の
担
当
、
ち
ま
き
や
こ
ん

に
ゃ
く
、
味
噌
な
ど
の
郷
土
料
理

の
体
験
は
、
お
か
ち
ゃ
ん
（
妻
）

が
先
生
と
な
っ
て
や
っ
て
く
れ
た
。

ス
タ
ッ
フ
も
、
村
の
こ
と
、
山
の

こ
と
を
よ
う
知
っ
と
る
川
上
の
住

民
や
、
今
ま
で
参
加
し
て
く
れ
て

た
人
が
「
勉
強
し
た
い
」
と
協
力

し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
の
も
、
あ
り
が
た
か
っ
た
。

わ
し
も
こ
れ
を
や
る
の

に
、
自
然
観
察
指
導
員

の
資
格
も
と
っ
た
。
た

だ
山
の
こ
と
を
知
っ
と
る
、
い
ろ

ん
な
体
験
が
で
き
る
だ
け
や
っ
た

ら
あ
か
ん
や
ろ
、
世
の
中
に
通
ず

る
も
の
が
な
い
と
信
用
さ
れ
ん
。

も
し
何
か
始
め
よ
う
と
思
っ
と
る

人
が
お
っ
た
ら
、
資
格
は
あ
っ
て

損
は
な
い
で
。

ま
た
安
全
面
に
は
細
心
の

注
意
を
は
ら
っ
た
。
地

理
的
な
こ
と
は
分
か
っ

と
る
け
ど
、
開
催
日
直
前
に
は
必

ず
道
を
確
認
し
て
、
木
が
倒
れ
た

り
、
道
の
故
障
が
あ
っ
た
ら
、
す

ぐ
に
直
し
て
準
備
し
た
。
事
故
が

あ
っ
た
ら
、
す
べ
て
終
わ
り
や
か

ら
な
。
何
度
確
認
し
て
も
し
す
ぎ

る
こ
と
は
な
い
ん
や
。
お
か
げ
さ
ん

で
大
き
な
事
故
や
け
が
も
な
か
っ
た
。

こ
う
や
っ
て
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
思
い
出
は
な
ん
ぼ

で
も
出
て
く
る
。
最
初
の

こ
ろ
は
、
こ
ん
な
わ
し
で
も
お
客
さ

ん
の
前
で
話
す
の
は
緊
張
し
た
も
ん

で
、
飽
き
ら
れ
ず
に
話
を
聞
い
て
も

ら
う
に
は
ど
う
し
た
ら
え
え
や
ろ
う

と
考
え
た
結
果
、
ス
タ
ッ
フ
に
ビ
デ

オ
を
撮
っ
て
も
ら
っ
て
、
お
客
さ
ん

の
関
心
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
っ

た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
な
ぁ
。

ま
た
山
歩
き
の
と
き
は
、
参

加
者
の
様
子
を
見
な
が
ら
、

休
憩
場
所
や
昼
食
場
所
を

決
め
た
り
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、事
前
に
、

だ
い
た
い
の
行
程
は
決
め
と
る
け
ど
、

参
加
者
に
よ
っ
て
ペ
ー
ス
も
違
う
か

ら
、
顔
を
見
な
が
ら
、「
は
ら
へ
っ
た

け
、
ご
は
ん
に
し
よ
か
」
と
い
う
よ

う
に
尋
ね
て
場
所
を
決
め
た
り
し
て
、

そ
の
場
の
雰
囲
気
を
大
事
に
し
た
。

今
か
ら
思
た
ら
。
そ
う
い
う

こ
と
が
よ
か
っ
た
の
か
も

し
れ
ん
。
リ
ー
ダ
ー
と
か
、

指
導
者
と
か
、
お
客
さ
ん
と
線
を
引
か
ん
と
、

わ
し
も
一
緒
に
な
っ
て
、自
然
を
楽
し
ん
だ
り
、

わ
い
わ
い
す
る
こ
と
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ

へ
ん
。
わ
し
ら
は
月
に
１
ぺ
ん
し
か
せ
え
へ
ん

だ
け
ど
、
参
加
者
の
中
に
は
、
友
人
つ
れ
て
、

わ
し
が
案
内
し
た
と
こ
ろ
に
連
れ
て
っ
て
く
れ

た
り
、
川
上
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
た
り
し
て
く

れ
た
み
た
い
で
、
当
初
の
目
標
は
達
成
で
き
た

と
思
う
。わ

し
も
80
歳
を
過
ぎ
、
そ
ろ
そ
ろ
無

理
が
き
か
ん
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、

20
年
を
吉
祥
に
引
退
を
決
め
た
。

ま
わ
り
か
ら
「
手
伝
う
か
ら
辞
め
や
ん
と
や
っ

て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
次

の
世
代
の
子
ら
が
中
心
に
な
っ
て
や
っ
て
い
か

な
あ
か
ん
。
や
っ
て
く
れ
る
ん
や
っ
た
ら
、
な

ん
ぼ
で
も
手
伝
う
ん
や
け
ど
、
な
か
な
か
後
継

者
は
探
し
て
も
、
出
て
け
え
へ
ん
だ
。
ど
う
も

「
達
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
冠
が
つ
い
と
る
か
ら
、

そ
れ
が
あ
か
ん
ら
し
い
。
今
ま
で
参
加
し
て
く

れ
た
人
の
名
簿
も
あ
る
し
、
ほ
ん
ま
も
っ
た
い

な
い
こ
と
や
。ま
ぁ
関
わ
っ
て
く
れ
た
人
ら
で
、

な
ん
か
企
画
し
て
く
れ
と
る
ら
し
い
か
ら
、
そ

ん
と
き
は
、
わ
し
も
協
力
し
た
い
と
思
う
。

何
度
も
い
う
け
ど
、
ほ
ん
ま
ス
タ
ッ

フ
に
恵
ま
れ
、
そ
の
人
ら
の
協
力

が
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
こ
れ
た
ん

や
。
ほ
ん
ま
、お
お
き
に
よ
。
落
ち
着
い
た
ら
、

達
ち
ゃ
ん

ク
ラ
ブ
の
活

動
を
、
紙
物

で
残
し
た
い

と
思
と
る
。

ま
ぁ
気
長
に

ま
っ
と
い
て

や
。

子どもたちに伝えたい「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan2

図１　金峯山寺蔵王堂（吉野町吉野山）

図２　丹治で採集された瓦（鎌倉時代）

※連載では、「聞き書き」でコミュニティライターの西久保智美が担当します。
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は分かりません。
　このように、風媒花にも虫媒花にも一長一短があり、どちらが優れているとは一概には
言えません。虫媒花は他者（動物や昆虫）に依存しないと次世代を残すことが出来ないた
め、マイナスが大きいようにも思えますが、植物の世界では裸子植物から被子植物へ、風
媒花から虫媒花へと、大きな進化の流れの中にあるようです。環境の変化が激しい時代に
は、種を超えた助け合いが求められ、生物はお互いに力を合わせて、変化を克服している
のかもしれません。
　さて、スギ、ヒノキと針葉樹の花粉が人々を悩ませている頃、被子植物の花々も少しず
つ咲き始めてきます。雪解けの頃に地表に顔を出すフクジュソウや満を持して咲くといわ
れるマンサク、枝先に花序がぶら下がるキブシ（写真 2）、新葉が展開する前に花を広げる
ロウバイ、アブラチャン（写真 3）、クロモジなど、春先の林道歩きは、春の花々に目を奪
われます。足元にひっそりと咲くネコノメンソウの仲間（写真 4）も小さい声で春の訪れ
を告げています。これらの春の花々の多くは、黄色い花を付けます。上にあげた植物は意
図的に黄色い花を付けるものをあげました。ヤブツバキやサザンカのように赤やピンクの
花を付ける植物もあり、セツブンソウやユキワリソウのような白い花、オオイヌノフグリ
のコバルトブルーなど、黄色以外の春の花もありますが、春の花には黄色の印象が強いよ
うです。虫媒花は昆虫に送粉を媒介してもらいますが、昆虫に花の位置を知ってもらう必
要があります。そのため、ヒサカキのように独特の香り（沢庵のような、ラーメン汁のような香り）を放つ植物もあれば、
特定の色の花を咲かせて開花を昆虫に伝える植物もあります。春先の植物を訪れる訪花昆虫の多くはアブやハエの仲間です。
ヒサカキの独特な香りもハエなどの昆虫類を引き寄せるためのものです。黄色い花を付けるロウバイは春先にフローラルな
香りを放ちますが、春の黄色い花を付ける植物の多くは、そうではありません。人には感じない程の淡い香りで昆虫を集め
ているのかもしれませんが、色そのものが昆虫類を引き寄せることが知られています。アブやハエの仲間には、早春にいち
早く活動を始めるものが多いのですが、これらの昆虫は黄色い色に敏感だといわれています。昆虫の目は人間とは構造がだ
いぶ違いますが、明暗と色彩を感じることが出来るのは共通です。ただし、色彩を感じる受容の仕方が異なっており、人よ
りも短い光の波長の光に見える色に偏っているようです。人が受容できない 300nm 程度の紫外線を昆虫は見ることが出来
ますが、私たちが赤く見えている色の波長は昆虫には受容できません。昆虫が実際にはどのように世界を見ているのかはよ

く分かりませんが（写真 5）、人間の目に黄色に写る花々は、実は淡い青色に写ってい
るのかもしれません。人の目には黄色が目立つ春の花々ですが、昆虫にはカラフルな
色の世界が広がっており、このカラフルな色に惹かれて目的とする花々にたどり着く
のでしょう。私たちには見えないところで、植物の花々と昆虫たちとの駆け引きが続
いているのです。実は、こういった植物と昆虫との関係が、花の形態や香り、色等の
様々な多様化を生み出し、それぞれの花に適した昆虫たちを生み出してきたと考えら
れています。このようなお互いに助け合いつつ多様化を生み出したプロセスは、共進
化として知られています。
　スギをはじめとする裸子植物の世界は、他のグループとの依存関係を強めた被子植

物という新しいグループへの世界へと移り変わりつつあります。厳しい冬の中にありながら命の躍動を感じる春の時に、花
粉症に悩ませられながら春を思う時に、花粉を巡る植物たちの攻防に心をとめてみると、春の訪れを違った観点から味わう
ことが出来るのではないでしょうか。
参考文献・URL
早春に黄色い花が多い理由（日本植物生理学会「みんなのひろば」）
https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=2524
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　2018 年の冬は、各地から豪雪の便りを聞く寒さの厳しい冬です。そん
な厳しい寒さの中にあっても、立春を越える頃から少しずつ春に向けて
の足音が聞こえ、春の訪れを感じさせるようになりました。寒さが緩み
日差しが暖かく感じられるのも春の訪れかもしれませんが、春の花々を
見て感じる方もおられるでしょう。ロウバイやヒサカキのように香りで
春を告げてくれる花々もあります。あるいは、目尻が痒くなりクシャミ
が止まらなくなって春の訪れを感じる方もおられるかも。
　川上村に広く植えられ、村を代表する樹木ともいえるスギ（写真１）
も春に花を咲かせます。花を咲かせるといっても、教科書に出てくるよ

うな美しい花ではなく、花粉症の原因として嫌われるような花です。花を咲かせる植物を顕花植物といいますが、顕花植物
は大きく裸子植物と被子植物に分けられます。将来種子になる部分を胚珠といいますが、胚珠が子房という組織で覆われて
いるのが被子植物、胚珠が子房で覆われきらずに一部が裸出しているのが裸子植物です。スギ、ヒノキ、ゴヨウマツ、トガ
サワラ、コウヤマキといった川上村で馴染みのある針葉樹は全て裸子植物ですし、イチョウやソテツも裸子植物に属してい
ます。裸子植物の花は、雄花と雌花に分かれており、風の力で雄花の花粉を雌花にとどけることで受精が成立し、種子が出
来ます。しかし、風まかせの花粉の散布では、雄花からの花粉が雌花にたどり着くのは運頼みになります。スギの花粉がヒ
ノキに付いても受精には至りませんから、スギの花粉はスギの雌花に飛来する必要があります。スギ、ヒノキ、アカマツと
花粉飛散の時期が異なりますが、これらの樹種の花期が微妙にズレるのは、お互いの花
粉が付着するのを避けるためかもしれません。雄花は少しでも雌花にたどり着く花粉を
増やすために、散布する花粉全体を増やします。こうして大量に環境中に放出された花
粉が、悪名高い花粉症の原因となり、アレルギーを持つ方々を苦しめることになるのです。
　一方、多くの人が美しいと感じる花を付けるのは、被子植物に属する植物たちです。
裸子植物は主に風を用いて花粉を運んでもらう風媒花を付けますが、被子植物は昆虫を
はじめとする動物に花粉を運んでもらう虫媒花を付けるものが多いのが特徴です。もち
ろん、ヒメヤシャブシやヤマハンノキのように風媒花を付ける被子植物も多く存在しま
すが、「被子植物には虫媒花がある」というのが今の植物世界を読み解く一つの鍵になっ
ているため、その点をご紹介します。虫媒花は、生物の働きを利用して花粉を運んでもらうもので、雄花から雌花（両性花
の場合は雄蕊から雌蕊）に確実に花粉が運ばれることになり、授粉の効率が良いといえます。特に同じ種の植物の花がまと
まって咲いていれば、花から花へと花粉を運んでもらえるため、他の種の花粉と混じることなく同じ種の花粉を確実に受粉
へと結びついていきます。ただし、動物はタダで花粉を運んであげるようなお人好しではありません。その対価を要求して
います。花粉運搬の対価は、花蜜や花粉そのものです。虫媒花は散布者である動物に花蜜や花粉を提供して花粉を運んでも
らうのです。花粉を作るコストの一部を割いて蜜を作り、また運んでもらうはずの花粉も一部は食べられることになります。
これはこれで高く付くことになります。また、媒介者である動物は、自分たちの得られる利益を最大にするように行動する
と考えられます。すなわち、まとまって咲いている花の周辺では、次々に近場の花を訪れて花粉を媒介するとともに、花粉
や花蜜を集めることになります。植物の立場からみると、自分の花粉は近隣の花々に散布されることにはなりますが、遠く
の個体にまで運んでもらえることは少なそうです。これでは、遺伝的な交流を行うという花の役割が十分に果たせているか

　今年は例年にない寒さの厳しい冬となりました。そんな中でも春の足音がきかれるようになっています。今回はそんな

春を告げる花々に思いを馳せながら、自然界のメカニズムの一端をのぞいてみようと思います。

横田岳人（龍谷大学理工学部准教授、日本森林学会会員）

写真１　スギの雄花序。そろそろ成熟して花粉の飛散が始
　　　　まる

写真５　昆虫の目で見たタンポポ（左）
　　　　（Hanlon2007 より転載）

写真３　アブラチャンの花。沢沿いに
　　　　多いクスノキの仲間の植物。

写真４　ネコノメソウの仲間。花を取
　り囲むように周辺の葉が黄変する。

写真２　キブシの花序。三之公の林道
　　　　沿いにもふつうに見られる。
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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
⑭達ちゃんクラブ
　の卒業式「源流学」「源流学」
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吉
野
町
丹
治
に
は
鎌
倉
時
代
の
瓦
窯
が
あ
り

ま
す
。
最
近
こ
こ
で
焼
か
れ
た
瓦
が
、
金
峯
山

寺
や
比
曽
寺
（
世
尊
寺　

大
淀
町
）
で
使
わ
れ

た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

金
峯
山
寺
蔵
王
堂
は
、
平
安
時
代
の
創
建

か
ら
少
な
く
と
も
４
回
再
建
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
の
檜
皮
葺
の
蔵
王
堂
は
、
天
正

１
９
（
１
５
９
２
）
年
の
も
の
で
、
そ
れ
以
前

は
瓦
葺
の
建
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
４
回
の
内
、
文
永
年
間
（
１
２
６
４

～
７
４
）
の
再
建
に
は
、
真
言
律
宗
の
叡え
い
そ
ん尊

（
１
２
０
１
～
９
０
）
が
関
与
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

叡
尊
と
い
っ
て
も
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
と

思
い
ま
す
が
、
そ
の
業
績
は
親
鸞
や
日
蓮
に
劣

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
大
和
郡
山

市
に
生
ま
れ
、
醍
醐
寺
（
京
都
市
）
や
高
野
山

な
ど
で
修
行
し
た
叡
尊
は
、西
大
寺
（
奈
良
市
）

を
拠
点
と
し
て
、
廃
れ
か
け
て
い
た
戒
律
（
僧

侶
と
し
て
あ
る
べ
き
規
範
）
を
復
興
し
、
多
く

の
寺
院
を
再
興
し
ま
し
た
。
社
会
的
弱
者
へ
の

布
教
・
救
済
も
積
極
的
に
行
い
、
後
嵯
峨
上
皇

や
北
条
時
頼
（
鎌
倉
幕
府
執
権
）
か
ら
も
篤
い

信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

叡
尊
は
吉
野
と
関
係
が
深
い
人
物
で
し
た
。

『
沙
石
集
』
に
は
吉
野
山
執
行
春
誉
が
弟
子
と

な
っ
た
話
が
あ
り
、
文
永
９
（
１
２
７
２
）
年

に
金
峯
山
寺
で
１
７
２
１
人
に
戒
律
を
授
け
た

記
録
も
あ
り
ま
す
。
蔵
王
堂
再
建
の
責
任
者

と
し
て
金
峯
山
寺
鐘
（
文
永
元
（
１
２
６
４
）

年
。
現
存
せ
ず
）
に
名
前
が
刻
ま
れ
た
実
円
は

叡
尊
の
弟
子
と
さ
れ
、
作
者
の
丹
治
久
友
（
河

内
鋳
物
師　

鎌
倉
大
仏
を
鋳
造
）
も
、
叡
尊
の

弟
子
源
海
が
作
ら
せ
た
茨
城
県
土
浦
市
般
若
寺

鐘
（
建
治
元
（
１
２
７
５
）
年
）
を
鋳
造
す
る

な
ど
真
言
律
宗
と
関
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

比
曽
寺
も
、金
峯
山
寺
の
春
豪
が
再
建
し
て
、

叡
尊
が
管
理
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
実
際

に
鎌
倉
時
代
後
期
に
大
規
模
な
寺
地
の
造
成
が

行
わ
れ
、
西
大
寺
と
同
文
様
の
軒
平
瓦
が
使
わ

れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。

　

図
２
は
採
集
さ
れ
た
瓦
で
す
。１
は
平
瓦
で
、

菱
形
の
叩
き
文
様
が
見
ら
れ
ま
す
。
２
は
連
珠

文
軒
平
瓦
、
３
は
蓮
華
唐
草
文
軒
平
瓦
で
す
。

瓦
の
文
様
や
製
作
技
法
、
砂
礫
分
析
（
註
１
）

か
ら
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
金
峯
山
寺
や
比
曽
寺

の
瓦
が
焼
か
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
さ
そ
う

で
す
が
、
な
ぜ
丹
治
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
を
解
く
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
の
が
丹
治

の
住
人
誓
阿
尼
が
、
西
大
寺
に
田
畑
を
寄
進
し

た
記
録
（「
西
大
寺
田
園
目
録
」）
で
す
。

　

お
そ
ら
く
金
峯
山
寺
に
縁
が
深
く
、
叡
尊
や

真
言
律
宗
を
支
援
す
る
有
力
者
が
丹
治
に
住
ん

で
お
り
、
そ
の
関
係
か
ら
蔵
王
堂
や
比
曽
寺
再

建
の
拠
点
が
置
か
れ
、
瓦
窯
も
築
か
れ
た
の
で

し
ょ
う
。「
丹
治
」
と
い
う
地
名
も
真
言
律
宗

と
と
も
に
蔵
王
堂
再
建
に
関
わ
っ
て
い
た
丹
治

久
友
に
由
来
す
る
と
考
え
る
の
は
飛
躍
が
過
ぎ

る
で
し
ょ
う
か
？

註
１　

奥
田
尚
氏
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研

　
　
　

究
所
共
同
研
究
員
）の
ご
教
示
に
よ
る
。

参
考
文
献

　

首
藤
善
樹
編　

２
０
０
０　
『
金
峯
山
寺
史

　

料
集
成
』
国
書
刊
行
会

　

大
淀
町
教
育
委
員
会
編　

２
０
０
８　
　
　

　
『
大
淀
町
文
化
財
調
査
報
告
第
４
集　

平
成

　

１
７
・
１
８
年
度　

大
淀
町
文
化
財
調
査
報

　

告　

史
跡
比
曽
寺
跡
・
大
淀
桜
ヶ
丘
遺
跡
』

　

堺
市
博
物
館
編　

２
０
１
７　
『
河
内
鋳
物

　

師
の
誇
り
Ⅳ
｜
鎌
倉
大
仏
の
鋳
造
と
東
国

　

の
鋳
物
師
｜
』
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吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
二
七
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

﹁
丹
治
の
瓦
窯
﹂

﹁
丹
治
の
瓦
窯
﹂

２
０
０
８
年
４
月
か
ら
始
ま
っ
た
「
達

ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
」
は
、
こ
な
い
だ
の

「
手
作
り
味
噌
に
挑
戦
」（
２
０
１
８

年
２
月
10
日
実
施
）
を
も
っ
て
、
と
う
と
う
終

わ
り
の
日
を
迎
え
た
。「
最
終
回
に
し
て
、や
っ

と
参
加
で
き
ま
し
た
」
と
、
小
学
校
の
娘
さ
ん

と
名
張
か
ら
来
て
く
れ
た
人
も
お
っ
た
ら
、「
最

後
と
聞
い
て
駆
け
つ
け
て
き
た
よ
」
と
い
っ
た

お
な
じ
み
さ
ん
も
お
っ
て
、
ほ
ん
ま
大
勢
の
人

が
参
加
し
て
く
れ
て
、
最
後
の
日
を
過
ご
す
こ

と
が
で
き
た
。

こ
う
や
っ
て
体
験
を
通
じ
て
、
川
上

村
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、
街

の
人
と
村
の
人
が
交
流
で
き
た
ら

い
い
な
ぁ
と
思
っ
て
始
め
た
「
達
ち
ゃ
ん
ク
ラ

ブ
」も
、事
務
局
に
確
認
し
た
ら
、こ
の
20
年
間
、

体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
全
部
で
２
３
１
回
、
合
計

８
３
６
２
人
が
参
加
し
て
く
れ
た
そ
う
や
。
ほ

ん
ま
あ
り
が
た
い
こ
と
や
と
、感
謝
し
て
い
る
。

こ
ん
な
に
長
く
続
け
て
こ
れ
た
の
も
、
み
ん
な

の
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
や
。

　
歳
で
山
の
仕
事
も
一
線
引
い
た
後
、

過
疎
化
が
進
む
川
上
で
、
何
か
で

き
な
い
か
な
と
、
当
時
、
も
く
も

く
館
（
川
上
村
林
業
資
料
館
）
の
ス
タ
ッ
フ
と
、

手
さ
ぐ
り
で
始
め
た
の
が
最
初
や
っ
た
。
記
念

す
べ
き
一
回
目
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
山
菜
の
天
ぷ

ら
。「
３
人
で
も
来
た
ら
、
や
る
で
」
と
い
っ

て
た
ん
や
け
ど
、
ふ
た
開
け
た
ら
、
27
人
の
申

込
が
あ
っ
て
、ほ
ん
ま
驚
い
た
。街
の
人
も
や
っ

て
み
た
い
と
思
っ
て
た
ん
や
な
と
。
お
か
げ
で

毎
月
の
定
員
は
30
名
や
け
ど
、
い
つ
も
倍
近
く

の
申
込
が
あ
っ
た
そ
う
や
。

そ
こ
か
ら
毎
月
、
山
歩
き
や
山
遊
び

は
わ
し
の
担
当
、
ち
ま
き
や
こ
ん

に
ゃ
く
、
味
噌
な
ど
の
郷
土
料
理

の
体
験
は
、
お
か
ち
ゃ
ん
（
妻
）

が
先
生
と
な
っ
て
や
っ
て
く
れ
た
。

ス
タ
ッ
フ
も
、
村
の
こ
と
、
山
の

こ
と
を
よ
う
知
っ
と
る
川
上
の
住

民
や
、
今
ま
で
参
加
し
て
く
れ
て

た
人
が
「
勉
強
し
た
い
」
と
協
力

し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
の
も
、
あ
り
が
た
か
っ
た
。

わ
し
も
こ
れ
を
や
る
の

に
、
自
然
観
察
指
導
員

の
資
格
も
と
っ
た
。
た

だ
山
の
こ
と
を
知
っ
と
る
、
い
ろ

ん
な
体
験
が
で
き
る
だ
け
や
っ
た

ら
あ
か
ん
や
ろ
、
世
の
中
に
通
ず

る
も
の
が
な
い
と
信
用
さ
れ
ん
。

も
し
何
か
始
め
よ
う
と
思
っ
と
る

人
が
お
っ
た
ら
、
資
格
は
あ
っ
て

損
は
な
い
で
。

ま
た
安
全
面
に
は
細
心
の

注
意
を
は
ら
っ
た
。
地

理
的
な
こ
と
は
分
か
っ

と
る
け
ど
、
開
催
日
直
前
に
は
必

ず
道
を
確
認
し
て
、
木
が
倒
れ
た

り
、
道
の
故
障
が
あ
っ
た
ら
、
す

ぐ
に
直
し
て
準
備
し
た
。
事
故
が

あ
っ
た
ら
、
す
べ
て
終
わ
り
や
か

ら
な
。
何
度
確
認
し
て
も
し
す
ぎ

る
こ
と
は
な
い
ん
や
。
お
か
げ
さ
ん

で
大
き
な
事
故
や
け
が
も
な
か
っ
た
。

こ
う
や
っ
て
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
思
い
出
は
な
ん
ぼ

で
も
出
て
く
る
。
最
初
の

こ
ろ
は
、
こ
ん
な
わ
し
で
も
お
客
さ

ん
の
前
で
話
す
の
は
緊
張
し
た
も
ん

で
、
飽
き
ら
れ
ず
に
話
を
聞
い
て
も

ら
う
に
は
ど
う
し
た
ら
え
え
や
ろ
う

と
考
え
た
結
果
、
ス
タ
ッ
フ
に
ビ
デ

オ
を
撮
っ
て
も
ら
っ
て
、
お
客
さ
ん

の
関
心
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
っ

た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
な
ぁ
。

ま
た
山
歩
き
の
と
き
は
、
参

加
者
の
様
子
を
見
な
が
ら
、

休
憩
場
所
や
昼
食
場
所
を

決
め
た
り
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、事
前
に
、

だ
い
た
い
の
行
程
は
決
め
と
る
け
ど
、

参
加
者
に
よ
っ
て
ペ
ー
ス
も
違
う
か

ら
、
顔
を
見
な
が
ら
、「
は
ら
へ
っ
た

け
、
ご
は
ん
に
し
よ
か
」
と
い
う
よ

う
に
尋
ね
て
場
所
を
決
め
た
り
し
て
、

そ
の
場
の
雰
囲
気
を
大
事
に
し
た
。

今
か
ら
思
た
ら
。
そ
う
い
う

こ
と
が
よ
か
っ
た
の
か
も

し
れ
ん
。
リ
ー
ダ
ー
と
か
、

指
導
者
と
か
、
お
客
さ
ん
と
線
を
引
か
ん
と
、

わ
し
も
一
緒
に
な
っ
て
、自
然
を
楽
し
ん
だ
り
、

わ
い
わ
い
す
る
こ
と
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ

へ
ん
。
わ
し
ら
は
月
に
１
ぺ
ん
し
か
せ
え
へ
ん

だ
け
ど
、
参
加
者
の
中
に
は
、
友
人
つ
れ
て
、

わ
し
が
案
内
し
た
と
こ
ろ
に
連
れ
て
っ
て
く
れ

た
り
、
川
上
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
た
り
し
て
く

れ
た
み
た
い
で
、
当
初
の
目
標
は
達
成
で
き
た

と
思
う
。わ

し
も
80
歳
を
過
ぎ
、
そ
ろ
そ
ろ
無

理
が
き
か
ん
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、

20
年
を
吉
祥
に
引
退
を
決
め
た
。

ま
わ
り
か
ら
「
手
伝
う
か
ら
辞
め
や
ん
と
や
っ

て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
次

の
世
代
の
子
ら
が
中
心
に
な
っ
て
や
っ
て
い
か

な
あ
か
ん
。
や
っ
て
く
れ
る
ん
や
っ
た
ら
、
な

ん
ぼ
で
も
手
伝
う
ん
や
け
ど
、
な
か
な
か
後
継

者
は
探
し
て
も
、
出
て
け
え
へ
ん
だ
。
ど
う
も

「
達
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
冠
が
つ
い
と
る
か
ら
、

そ
れ
が
あ
か
ん
ら
し
い
。
今
ま
で
参
加
し
て
く

れ
た
人
の
名
簿
も
あ
る
し
、
ほ
ん
ま
も
っ
た
い

な
い
こ
と
や
。ま
ぁ
関
わ
っ
て
く
れ
た
人
ら
で
、

な
ん
か
企
画
し
て
く
れ
と
る
ら
し
い
か
ら
、
そ

ん
と
き
は
、
わ
し
も
協
力
し
た
い
と
思
う
。

何
度
も
い
う
け
ど
、
ほ
ん
ま
ス
タ
ッ

フ
に
恵
ま
れ
、
そ
の
人
ら
の
協
力

が
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
こ
れ
た
ん

や
。
ほ
ん
ま
、お
お
き
に
よ
。
落
ち
着
い
た
ら
、

達
ち
ゃ
ん

ク
ラ
ブ
の
活

動
を
、
紙
物

で
残
し
た
い

と
思
と
る
。

ま
ぁ
気
長
に

ま
っ
と
い
て

や
。

子どもたちに伝えたい「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan2

図１　金峯山寺蔵王堂（吉野町吉野山）

図２　丹治で採集された瓦（鎌倉時代）

※連載では、「聞き書き」でコミュニティライターの西久保智美が担当します。
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mori-to-mizu-no-genryu-kan

　

講
師
に
綛
谷
文
清
氏
（
し
だ
と
こ
け
談
話

会
）、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
山
田
香
菜
子
さ
ん
を

招
き
、
吉
野
町
教
育
委
員
会
の
協
力
で
、
12
人

の
参
加
者
で
実
施
し
ま
し
た
。
11
時
に
吉
野
町

宮
滝
の
吉
野
歴
史
資
料
館
に
集
合
し
、
館
内
で

綛
谷
氏
に
よ
る
シ
ダ
の
基
本
的
な
レ
ク
チ
ャ
ー

を
聞
い
た
後
、
喜
佐
谷
方
面
を
高
滝
ま
で
シ
ダ

を
観
察
し
ま
し
た
。

　

ゆ
っ
く
り
と
一
種
ず
つ
特
徴
を
説
明
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
も
、
最
初

は
同
じ
よ
う
に
見
え
た
シ
ダ
の
区
別
が
少
し
ず

つ
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
研
究
者
の
中

で
も
種
と
し
て
の
扱
い
が
混

乱
し
て
い
る
ヤ
マ
ヤ
ブ
ソ
テ

ツ
（
最
近
の
図
鑑
で
は
ヤ
ブ

ソ
テ
ツ
の
一
形
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
も
ヤ

ブ
ソ
テ
ツ
と
の
区
別
点
が
あ

る
こ
と
を
説
明
し
て
い
た
だ

く
な
ど
、
最
新
の
研
究
状
況

に
即
し
て
、
お
話
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

ル
ー
ト
中
に
は
、
人
里
か

ら
里
山
に
か
け
て
生
育
す
る

種
が
多
く
観
察
さ
れ
ま
し

た
。
普
通
に
歩
け
ば
、
20
分

ほ
ど
の
距
離
で
す
が
、
観
察
し
な
が
ら
歩
く
と

た
っ
ぷ
り
３
時
間
で
も
足
り
な
い
ほ
ど
で
し

た
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

説明をする綛谷氏

図鑑ではヤブソテツとされているヤマヤブソテツ

コケの名前が付くシダであるクラマゴケ

中学校の理科の教科書に登場することがあるイヌワラビ

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

喜
佐
谷
の
シ
ダ
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

喜
佐
谷
の
シ
ダ
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

９
月

　日
30

目
標
を
通
過
。
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
！

　

実
は
森
と
水
の
源
流
館
が
で
き
た
時
か
ら
、

こ
こ
が
学
校
の
先
生
の
集
ま
る
場
と
な
る
こ
と

を
目
標
に
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
県
や

市
な
ど
の
教
育
研
究
所
な
ど
に
よ
る
単
発
の
研

修
会
の
会
場
と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、

本
年
度
の
取
組
は
実
際
に
行
う
授
業
を
先
生
た

ち
が
研
究
し
、
話
し
合
い
、
創
っ
て
い
き
、
発

表
・
共
有
す
る
場
で
、
こ
れ
こ
そ
が
当
初
に
描

い
た
目
標
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
取
組
を
次
年
度
以
降
も
さ
ら
に
継
続
し

な
が
ら
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
広
が
り
と
深
ま
り
の
た
め

に
役
割
が
担
え
る
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
ス
タ
ッ
フ

一
人
一
人
の
質
を
高
め
る
努
力
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
視
点
を
常
に
意
識

　

Ｅ
Ｓ
Ｄ（E

ducation for Sustainable 
D

evelopm
ent

）
と
は
、
持
続
可
能
な
社
会
づ

く
り
の
担
い
手
を
育
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
教

育
活
動
の
こ
と
。
こ
の
言
葉
が
初
め
て
本
誌
面

に
登
場
し
た
の
は
２
０
１
６
年
の
春
先
の
号
で

し
た
。
そ
れ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
の
中
で

常
に
こ
の
視
点
を
意
識
し
、
推
進
す
る
団
体
や

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
る

よ
う
努
め
て
き
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
７
年
が
明
け
て
早
々
に
「
紀
の
川
じ

る
し
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ
～
奈
良
と
和
歌
山
の
先
生
が
同

じ
源
流
・
川
上
村
で
研
修
会
」
を
開
催
。
同
じ

源
流
か
ら
水
が
届
く
異
な
る
県
か
ら
教
員
が
集

い
、
水
の
つ
な
が
り
を
ど
の
よ
う
に
授
業
に
い

か
し
て
い
る
か
、
い
か
し
て
い
け
る
か
に
つ
い

て
体
験
の
共
有
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

現
職
教
員
に
よ
る
授
業
づ
く
り
道
場
!?

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
７
月
か
ら
は
近
畿

Ｅ
Ｓ
Ｄ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

と
は
、
複
数
の
団
体
か
ら
な
る
、
連
合
・
共
同

体
と
い
う
意
味
）
に
よ
る
森
と
水
の
源
流
館
授

公
益
財
団
法
人

　吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　忠
大

事
務
局
長

近
畿
Ｅ
Ｓ
Ｄ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

近
畿
Ｅ
Ｓ
Ｄ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

森
と
水
の
源
流
館

　
　
　授
業
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー

森
と
水
の
源
流
館

　
　
　授
業
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー

業
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

同
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
は
、
近
畿
地
方
全
域
を
視

野
に
Ｅ
Ｓ
Ｄ
推
進
の
拠
点
作
り
を
進
め
る
し
く

み
で
す
。
奈
良
教
育
大
学
に
拠
点
を
お
き
、
そ

こ
で
は
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を
実
践
で
き
る
教
員
の
養
成
を

目
的
と
し
、
現
職
教
員
・
教
員
を
目
指
す
学
生

向
け
セ
ミ
ナ
ー
・
勉
強
会
の
開
催
、
ま
た
学
校

現
場
等
で
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ
実
践
の
支
援
、
校
内
研
修

や
授
業
研
究
等
へ
の
講
師
派
遣
な
ど
の
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
授
業
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、奈
良
市
・

大
和
郡
山
市
、
橿
原
市
、
和
歌
山
県
橋
本
市
か

ら
現
職
教
員
が
参
加
し
、
吉
野
川
分
水
、
紀
の

川
等
の
「
水
の
恵
み
」
に
焦
点
を
当
て
、
お
い

し
い
米
や
野
菜
の
も
と
に
な
る
「
い
い
水
」
を

つ
く
る
源
流
で
の
取
組
や
、
吉
野
林
業
に
つ
い

て
教
材
化
し
、
授
業
に
す
る
も
の
で
、
７
月
か

ら
翌
年
１
月
ま
で
の
間
で
５
回
に
わ
た
っ
て
、

森
と
水
の
源
流
館
で
開
催
を
し
ま
し
た
。
指
導

案
作
成
か
ら
授
業
実
践
・
記
録
作
成
を
行
う
教

員
に
対
し
て
、
大
学
教
員
・
指
導
主
事
が
授
業

化
デ
ザ
イ
ン
等
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
を
行
い
ま

し
た
。
わ
ら
わ
れ
は
教
育
資
源
や
人
材
と
教
員

を
つ
な
ぐ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
役
割
を
担
い
ま

し
た
。

　
　
　
　
　
　

教
材
化
に
お
け
る
連
携
・
協
働

　

こ
の
事
業
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
学
校
教
育
機
関

と
博
物
館
等
の
社
会
教
育
施
設
が
連
携
・
協
働

す
る
こ
と
で
、
森
と
水
の
源
流
館
ス
タ
ッ
フ
か

ら
専
門
的
な
知
識
と
、
本
財
団
の
有
す
る
紀
の

川
（
吉
野
川
）
や
吉
野
川
分
水
流
域
を
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
す
る
情
報
が
教
材
化
の
中
で
役
に
立
っ

た
よ
う
で
す
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
も
授
業
を
設
計

す
る
先
生
の
ご
苦
労
と
情
報
や
資
源
を
提
供
す

る
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

授業づくりセミナーのようす　　（会場　森と水の源流館「川上村劇場」）

川上村での水辺の生き物観察を取り入れた授業　（奈良市立平城小学校）

［ヒカゲノカズラ科］
トウゲシバ／ヒカゲノカズラ
［イワヒバ科］カタヒバ／クラマゴケ／ヒメクラマゴケ
［トクサ科］スギナ
［ゼンマイ科］ゼンマイ
［ウラジロ科］ウラジロ／コシダ
［カニクサ科］カニクサ
［キジノオシダ科］オオキジノオ／キジノオシダ
［コバノイシカグマ科］イヌシダ／イワヒメワラビ／コバノイ
シカグマ／フモトシダ／ワラビ
［イノモトソウ科］イノモトソウ／イワガネゼンマイ／イワガ
ネソウ／オオバノイノモトソウ／オオバノハチジョウシダ／
クジャクシダ／タチシノブ
［ナヨシダ科］ウスヒメワラビ
［チャセンシダ科］イヌチャセンシダ／コバノヒノキシダ／
チャセンシダ／トラノオシダ／ホウビシダ
［ヒメシダ科］イブキシダ／オオゲジゲジシダ／コゲジゲジシ
ダ／ハリガネワラビ／ホシダ／ミゾシダ／ヤワラシダ
［シシガシラ科］シシガシラ
［メシダ科］イヌワラビ／オオヒメワラビ／ × オオホソバシ
ケシダ／オニヒカゲワラビ／シケシダ／シケチシダ／ノコギ
リシダ／ヒロハイヌワラビ
［オシダ科］イノデ／イノデモドキ／オオイタチシダ／オオカ
ナワラビ／オオキヨズミシダ／オニカナワラビ／カタイノデ
／ × キヨズミイノデ／クマワラビ／サイゴクイノデ／サイゴ
クベニシダ／ジュウモンジシダ／テリハヤブソテツ／ハカタ
シダ／ヒメカナワラビ／ベニシダ／マルバベニシダ／ヤブソ
テツ／リョウメンシダ
［ウラボシ科］クリハラン／ノキシノブ／マメヅタ／ミツデウ
ラボシ

×オオホソバシケシダは雑種で、シケシダ×ホソバシケシダ
×キヨズミイノデは雑種で、イノデモドキ×サイゴクイノデ

【観 察 種】：16科 49種
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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28年度、184,758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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も
下
が
る
た
め
、
囲
炉
裏
の
暖
に
、
風
呂
焚
き

に
、
あ
っ
と
い
う
間
に
使
い
切
っ
て
し
ま
う
の

で
た
く
さ
ん
準
備
が
必
要
で
す
。
あ
れ
こ
れ
手

分
け
し
て
冬
に
供
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
素
麺

と
た
っ
ぷ
り
の
根
菜
が
入
っ
た
川
上
村
の
雑
炊

「
み
ぃ
」
を
食
べ
て
体
の
中
か
ら
暖
ま
っ
た
後
、

再
び
冬
支
度
を
続
け
ま
す
。
機
会
が
あ
れ
ば
炭

焼
き
を
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
す
ぐ
近
く
に
は
和
歌
山
市
さ
ん

が
水
源
地
保
護
に
取
り
組
む
森
や
、
関
西
電
力

労
働
組
合
の
本
店
地
区
・
大
阪
南
地
区
本
部
の

組
合
員
さ
ん
た
ち
が
森
林
環
境
保
全
の
た
め
に

手
入
れ
を
す
る
森
も
あ
り
、
当
初
に
比
べ
て
何

処
も
木
が
大
き
く
な
り
、
森
が
育
っ
て
き
た
と

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
世
代
に
豊
か
な
自
然
・
環
境
と

と
も
に
、
活
動
の
記
録
を
残
し
て
い
け
れ
ば
と

願
い
ま
す
。 

　

森
と
水
の
源
流
館
で
は
、
館
内
の
「
葉
っ
ぱ

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
展
示
す
る
作
品
を
公
募
し
て

お
り
、
今
回
は
源
流
人
会
の
中
島
裕
子
さ
ん
に

出
展
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

中
島
さ
ん
は
大
阪
府
羽
曳
野
市
に
お
住
ま

い
の
管
理
栄
養
士
さ
ん
で
、「
水
源
地
の
森
ツ

ア
ー
」
に
参
加
し
た
際
ご
覧
に
な
っ
た
「
水
源

地
の
森
」
の
美
し
さ
に
魅
か
れ
て
川
上
村
に
通

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
川
上

　

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
。

　

今
年
は
ス
ズ
メ
バ
チ
が
多
く
、
山
小
屋
に
入

る
時
に
覚
悟
が
必
要
で
し
た
。
し
か
し
、
11
月

も
末
頃
に
な
る
と
動
き
回
る
こ
と
も
な
く
、
人

は
火
が
恋
し
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
取

り
組
み
で
は
燃
料
も
自
分
た
ち
で
調
達
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
日
は
６
名
の
参
加
が

あ
り
、
大
人
も
子
供
も
一
緒
に
頑
張
り
ま
し

た
。
森
の
手
入
れ
で
伐
っ
た
木
は
、
上
手
く
並

べ
て
土
留
め
に
し
た
り
、
林
内
の
歩
道
を
補
修

し
た
り
、そ
の
場
で
使
う
こ
と
が
多
い
で
す
が
、

適
当
な
長
さ
に
小
切
っ
て
軒
先
に
積
み
上
げ
る

と
、
薪
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
だ
ん
だ
ん
と
気
温
も
水
温

村
に
は
「
水
源
地
の
森
」
以
外
に
も
、
村
民
の

人
柄
、
良
い
水
と
美
味
し
い
も
の
な
ど
様
々
な

魅
力
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
、
そ
の
思
い
出

を
趣
味
に
さ
れ
て
い
る
絵
画
に
描
き
た
め
ら
れ

ま
し
た
。
今
回
、
そ
の
内
の
貼
り
絵
２
点
・
油

絵
６
点
と
、
作
品
の
解
説
と
川
上
村
で
の
思
い

出
を
描
い
た
イ
ラ
ス
ト
６
点
の
計
14
点
の
作
品

を
お
借
り
し
て
展
示
し
ま
し
た
。
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「川
上
村
で
出
会
っ
た

　
～
緑
・
水
・
人
～

　
　
　
　
　 

絵 
画 
展
」

「川
上
村
で
出
会
っ
た

　
～
緑
・
水
・
人
～

　
　
　
　
　 

絵 
画 
展
」

ギ
ャ
ラ
リ
ー
展

ギ
ャ
ラ
リ
ー
展

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

月

　日（
土
）
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25

多くの方々に見ていただきました。貼り絵の作品


