
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30年度、225,571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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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：企画展「あの頃の夏休み」画像
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今
年
の
企
画
展
は
色
々
な
挑
戦
や
実
験
の
要

素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
昆
虫
担

当
が
民
俗
学
的
な
展
示
を
作
製
す
る
こ
と
が
挑

戦
で
す
。
し
か
し
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
い
と
前

に
進
め
な
い
。き
っ
か
け
は
些
細
な
事
で
し
た
。

し
か
し
、
投
げ
ら
れ
た
石
が
作
り
出
す
波
紋
は

徐
々
に
広
が
り
、
や
が
て
大
き
な
波
に
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
ビ
ッ
グ
ウ
エ
ー
ブ
に
乗
る

し
か
な
い
！
そ
う
思
い
、
自
分
に
で
き
る
こ
と

か
ら
始
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
企
画
展
を
構
成
す
る
に
あ
た
り
、
に
自
分
の

専
門
分
野
と
「
あ
の
頃
」
を
つ
な
げ
る
も
の
は

何
か
を
探
し
て
み
ま
し
た
。
そ
う
し
て
思
い
出

し
た
こ
と
が
、「
遊
び
」
で
し
た
。
自
然
に
ふ

れ
る
遊
び
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
今
の
自
分
が

あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
昔
遊
び
を
掘
り
下
げ
て

い
け
ば
何
か
見
つ
か
る
か
も
？
と
思
い
、
遊
び

道
具
を
調
べ
て
い
き
ま
し
た
。

　
遊
び
道
具
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
遊
び
に

は
伝
承
が
あ
る
こ
と
、
世
代
を
超
え
て
遊
べ
る

こ
と
、
知
恵
や
工
夫
が
必
要
な
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
源
流
館
の
取
り

組
み
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
他
施
設
に

は
で
き
な
い
源
流
館
ら
し
い
展
示
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
E
S
D
の
視
点
で
「
あ

の
頃
」
を
振
り
返
れ
ば
、
持
続
可
能
な
社
会
を

つ
く
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
が
3
階

（
開
催
中
〜
９
／
30
）

（
開
催
中
〜
９
／／
30
）

（
開
催
中
〜
９
／
30
）
作
製
秘
話
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フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
コ
ー
ナ
ー
に
設
置
し
た
「
源

流
学
の
視
点
か
ら
」「
木
づ
か
い
」「
温
故
知
新
」

の
３
枚
の
パ
ネ
ル
で
す
。

　
企
画
展
構
成
を
考
え
始
め
た
当
初
、
企
画
展

は
一
カ
所
に
ま
と
め
て
展
示
物
や
パ
ネ
ル
を
設

置
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
ど
こ
に

設
置
を
す
れ
ば
意
図
が
伝
わ
り
や
す
い
か
、
常

設
展
示
を
見
な
が
ら
動
物
園
の
ク
マ
の
よ
う
に

館
内
を
ウ
ロ
ウ
ロ
歩
い
て
い
ま
し
た
。
館
内
を

３
周
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
で
、
村
民
さ
ん
か
ら

「
あ
の
頃
」
を
聞
き
、
村
の
暮
ら
し
や
文
化
を

紹
介
し
て
い
け
ば
、
森
と
水
と
と
も
に
生
き
て

き
た
川
上
村
の
魅
力
の
発
信
に
も
つ
な
が
る
と

思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
源

流
館
全
体
を
使
い
、常
設
展
示
か
ら
「
あ
の
頃
」

を
引
き
出
せ
る
よ
う
に
企
画
展
を
構
成
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　
展
示
を
作
製
す
る
に
あ
た
り
、展
示
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
考
え
ま
し
た
。
天
明
の
家
で
「
家
族
の

だ
ん
ら
ん
」、交
流
広
場
で
「
町
角
遊
び
」、フ
ィ
ー

ル
ド
を
め
ぐ
る
で
「
野
外
遊
び
」、
フ
ィ
ー
ル
ド

体
験
コ
ー
ナ
ー
で
「
体
験
に
基
づ
い
た
暮
ら
し
」

を
テ
ー
マ
に
し
、
家
か
ら
外
へ
遊
び
に
行
く
イ

メ
ー
ジ
で
展
示
を
構
成
し
ま
し
た
。

　
企
画
展
「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」
は
、
多
く
の

人
の
協
力
が
あ
っ
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
源
流
館
が
川
上
村
の
た
め
に

行
っ
て
き
た
活
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
す
。

村
民
さ
ん
と
の
距
離
が
近
い
か
ら
こ
そ
、
思
い

出
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
蚊
帳
や
花
柄
の
魔

法
瓶
、木
製
の
牛
乳
受
け
と
い
っ
た
「
あ
の
頃
」

の
製
品
を
お
借
り
で
き
ま
し
た
。

平素は当会の活動に格別のご理解とご協力ならびに森と水の源流館をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、当会の会員証が新しく吉野杉の間伐材を加工したカードに変更となりましたのでお知らせいたします。吉野林業
は極端な密植と弱度の間伐を数多く繰り返し、長い期間をかけて施業します。そのため、年輪幅が小さく、均一なうえ、
真っ直ぐで節がなく、色の美しい吉野杉や檜は市場で珍重されてきました。とくに、吉野杉は酒樽・樽丸づくりになくて
はならないものです。そして、保水性と透水性の高い土壌や年間2,000mmを越える降水量といった川上村の自然環境と、
500年以上も昔から受け継がれてきた優れた技術によって育てられます。
その吉野杉を薄くシート状に加工したものが、この会員証です。一般社団法人吉野か
わかみ社中にて作っていただきました。1cmあたり7～8年輪以上入っているものが理
想とされています。また、色や香りなど、実際に手に取って確かめてみてください。
すでに旧カードで発行した方につきましては、今回新カードを同封しております。

会員証変更のお知らせ

CONTENTS
・事務局長コラム
・「源流学」⑲
・源流の主役たち
・吉野川のガタロウ
・吉野山のコケをしらべよう
  ムネアカハラビロカマキリにご注意を
・あの頃の夏休み作製秘話

源流からのたより

住所 奈良県吉野郡川上村宮の平
公益財団法人吉野川紀の川源流物語

T E L  0746・52・0888
F A X  0746・52・0388
U R L  http://www.genryuu.or.jp
E-mail morimizu@genryuu.or.jp

　
企
画
展
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
完
成

に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
り
ま
す
。な
ぜ
な
ら
ば
、

企
画
展
を
見
た
人
か
ら
得
ら
れ
る
思
い
出
話
や

ア
イ
デ
ア
を
取
り
込
ん
で
い
け
る
余
白
を
残
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
み
ん
な
で
作
り
上
げ
る
企

画
展
も
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
い
ま
す
の
で
、

是
非
ご
来
館
の
上
、
あ
な
た
の
思
い
出
を
企
画

展
に
加
え
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan

mori-to-mizu-no-genryu-kan

公
益
財
団
法
人

　
吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　
忠
大

事
務
局
長

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
に

ご
注
意
を

ム
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ハ
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ハ
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ハ
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ム
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ハ
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ム
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ハ
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ム
ネ
ア
カ
ハ
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ビ
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ム
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ア
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ハ
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カ
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ににに

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意
をををををを

実
は
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
は
企
画

展
ス
タ
ー
ト
の
1
週
間
前
で
す
。「
振
り
返
る

に
は
、
ま
だ
早
い
！
」
ま
し
て
や
タ
ネ
ア
カ
シ

を
す
る
前
に
、
楽
し
い
企
画
展
の
準
備
に
没
頭

し
ろ
と
お
叱
り
を
い
た
だ
き
そ
う
で
す
が
。
森

と
水
の
源
流
館
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
取
組
み
に

は
、
実
は
そ
ん
な
お
も
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
い
て
、
ご
覧
い

た
だ
く
に
は
、
よ
い
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。
い

ま
こ
こ
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ
れ
の
「
あ
の

頃
」
を
お
伝
え
で
き
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
。

「
今
年
の
夏
は
、
胸
ま
で
熱
い
！
不
思
議
な
、

不
思
議
な
夏
で
す
♪
」
…
ご
存
知
で
す
か
？
懐

か
し
の
歌
謡
曲
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ズ
の
『
暑
中

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
』
で
書
き
始
め
て
み

ま
し
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
夏
、
森
と
水
の
源

流
館
が
い
つ
も
に
も
増
し
て
力
を
入
れ
て
取
組

む
企
画
展
「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」
が
6
月
末

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
こ
の
企
画
展
と

関
連
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
後
の
ペ
ー
ジ
で

触
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
少
し
「
お
も
い
」
を

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

昨
年
度
か
ら
森
と
水
の
源
流
館
に
加
わ
っ
た

ス
タ
ッ
フ
古
山
暁
（38）
。
彼
は
昆
虫
が
専
門
で
、

観
察
会
の
実
施
や
、
外
来
昆
虫
に
よ
る
地
域
環

境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
啓
発
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
あ
る
日
、
彼
の
席
の
後
ろ
を
私
が
す
り

抜
け
た
時
に
懐
か
し
い
匂
い
が
し
ま
し
た
。
小

学
生
の
頃
に
夏
休
み
が
近
づ
く
と
、
近
く
の
文

具
屋
な
ど
に
置
い
て
あ
っ
た
「
昆
虫
採
集
セ
ッ

ト
」。
そ
こ
に
入
っ
て
い
た
鮮
や
か
な
緑
色
と

赤
色
の
液
体
の
ボ
ト
ル
。
あ
の
匂
い
で
し
た
。

断
っ
て
お
き
ま
す
が
、
彼
と
そ
の
液
体
と
は
何

の
関
係
も
な
く
、
私
の
勝
手
な
幻
想
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
ん
な
話
か
ら
、
ス
タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ

れ
に
、
懐
か
し
い
「
あ
の
頃
」
の
話
が
湧
き
出

て
き
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
担
当
は
古
山
が

担
っ
て
い
ま
す
。
昨
秋
か
ら
一
生
懸
命
に
お
も

い
を
語
り
、
呼
び
か
け
て
、
モ
ノ
集
め
に
も
取

り
組
み
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
ん
な
彼
を
見
て
い

る
と
、
あ
る
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。「
17

年
前
の
開
館
の
頃
に
は
、
慣
れ
な
い
ス
タ
ッ
フ

が
一
丸
と
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
に

体
当
た
り
し
て
い
た
っ
け
。
い
ま
は
ど
う
だ
ろ

う
？
」
決
し
て
手
を
抜
い
て
い
る
訳
で
は
な
い

の
で
す
が
、
慣
れ
に
任
せ
て
仕
事
を
こ
な
し
て

い
る
毎
日
で
は
な
い
か
？
　
し
か
も
、
担
当
ス

タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ゴ
ー
ル
を

決
め
て
い
る
の
で
、
み
ん
な
で
ゴ
ー
ル
の
テ
ー

プ
を
切
る
よ
う
な
感
覚
が
久
し
く
な
か
っ
た
の

で
は
と
気
づ
き
ま
し
た
。「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
ス
タ
ッ
フ
全
員
が

乗
っ
か
り
、
今
年
の
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
源
流
館
が
オ
ー
プ
ン
し

た
「
あ
の
頃
」
の
感
覚
も
大
切
な
要
素
で
す
。

こ
れ
も
古
山
が
発
し
た
言
葉
で
す
。「
村
の
人

を
は
じ
め
、い
ろ
い
ろ
な
人
の
か
か
わ
る
〝
余
白
〞

を
大
事
に
し
た
い
。
企
画
展
終
了
後
に
も
、
継
続

す
る
事
業
が
残
る
よ
う
な
〝
余
韻
〞
の
あ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
し
た
い
」
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中

で
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
私
は
も
う
ひ
と
つ
、

文
字
は
異
な
り
ま
す
が
「
予
告
」
を
加
え
ま
し
た
。

毎
年
、
何
を
し
て
も
「
準
備
不
足
と
予
告
不
足
」

が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
す
。
い
く
ら
意
味
の
あ
る

催
し
を
開
い
て
も
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
、
適
切

な
時
期
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
い
つ
も

思
っ
て
い
ま
す
。
な
の
で
今
回
は
、
告
知
、
つ
ま

り
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
づ
く
り
に
も
こ
だ
わ
り
ま

し
た
。「
告
知
の
段
階
か
ら
催
し
は
始
ま
っ
て
い

る
！
　
そ
れ
ぐ
ら
い
に
告
知
に
は
大
き
な
意
味
が

あ
る
」
広
告
業
界
で
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
私
が
社

会
人
デ
ビ
ュ
ー
を
し
た
「
あ
の
頃
」
に
教
え
ら
れ

た
モ
ッ
ト
ー
で
す
。

あ
る
日
、
あ
の
頃
の
匂
い
が
し
た
。

み
ん
な
で
盛
り
上
げ
よ
う
。

予
告
と
余
白
と
余
韻
を
も
っ
て
。

と
に
か
く
、
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

川上村の村井商店に今も残っていた「昆虫採集セット」
ポスターでは、モノクロ写真に液体のボトルだけを着
色しました。黒沢明監督の映画『天国と地獄』をイメー
ジして－
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ここにもコケが！

ニワツノゴケ オオミゴケ

写真 4　発見された卵

写真 1　胸部 写真 2　側面 写真 3　背面

ミヤマハイゴケ

〈
観
察
し
た
コ
ケ
植
物
〉

（
蘚
類
）ナ
ミ
ガ
タ
タ
チ
ゴ
ケ
、ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ
、

ハ
リ
ガ
ネ
ゴ
ケ
、
コ
ツ
ボ
ゴ
ケ
、
コ
バ
ノ
チ
ョ

ウ
チ
ン
ゴ
ケ
、
カ
ラ
フ
ト
キ
ン
モ
ウ
ゴ
ケ
、
オ

オ
ミ
ゴ
ケ
、
サ
ヤ
ゴ
ケ
、
ヒ
ジ
キ
ゴ
ケ
、
ノ
ミ

ハ
ニ
ワ
ゴ
ケ
、
ネ
ズ
ミ
ノ
オ
ゴ
ケ
、
ヤ
ノ
ネ
ゴ

ケ
、
ケ
カ
ガ
ミ
ゴ
ケ
、
コ
ク
シ
ノ
ハ
ゴ
ケ
、
ミ

ヤ
マ
ハ
イ
ゴ
ケ
（
苔
類
）
フ
ル
ノ
コ
ゴ
ケ
、
ジ

ン
ガ
サ
ゴ
ケ
（
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
）
ニ
ワ
ツ
ノ
ゴ
ケ

　
昨
年
10
月
に
吉
野
町
で
外
来
昆
虫
の
ム
ネ
ア

カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
（
写
真
1
，
2
，
3
）

を
確
認
し
ま
し
た
。
人
に
は
危
害
を
及
ぼ
さ
な

い
の
で
す
が
、
在
来
種
で
あ
る
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ

キ
リ
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
報
告
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

の
侵
入
経
路
は
、
東
京
都
多
摩
動
物
公
園
と
神

奈
川
県
立
生
命
の
星
・
地
球
博
物
館
の
調
査
に

よ
り
、
中
国
産
の
竹
ぼ
う
き
に
卵
鞘
が
付
着
し

て
日
本
国
内
に
侵
入
し
て
き
た
事
が
判
明
し
ま

し
た
。
奈
良
県
に
お
い
て
も
、
量
販
店
で
販
売

さ
れ
て
い
る
中
国
産
竹
ぼ
う
き
か
ら
ム
ネ
ア
カ

ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
の
卵
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。（
写
真
4
）

　
安
価
な
中
国
産
竹

ぼ
う
き
は
、
短
期
的

に
み
る
と
使
い
勝
手

の
良
い
製
品
で
す
。

使
用
頻
度
の
低
い
一

般
家
庭
に
お
い
て

は
、
値
の
張
る
国
産

品
を
使
う
よ
り
安
価
な
中
国
産
竹
ぼ
う
き
を
使

う
こ
と
は
経
済
的
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
こ
に
落
と
し
穴
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
せ
ん

か
？

　
里
山
に
は
色
々
な
環
境
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

生
活
に
必
要
な
糧
を
得
て
日
本
人
は
生
活
し
て

き
ま
し
た
。
自
然
に
あ

る
物
を
利
用
し
、
自
然

と
共
存
し
て
き
た
生
活

様
式
か
ら
、
大
量
生
産
・

大
量
消
費
の
生
活
様
式

に
変
化
し
た
弊
害
の
一

端
を
ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ

ロ
カ
マ
キ
リ
は
示
し
て

い
ま
す
。

　
里
と
い
う
字
に
は

「
人
の
生
活
」
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま
す
。
人

の
生
活
の
あ
る
山
な
の

で
「
里
山
」
と
呼
ば
れ
、

利
用
す
る
た
め
に
木
を

生
や
す
か
ら
「
林
」
と

い
う
言
葉
が
つ
い
た

「
里
山
林
」
と
い
う
言

葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

竹
林
も
里
山
林
の
構
成

要
素
の
一
つ
で
す
。
食

料
や
道
具
の
材
料
と
し

て
利
用
さ
れ
て
き
た
竹

で
す
が
、
近
年
は
里
山
林
の
荒
廃
と
と
も
に
放

棄
竹
林
が
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
里
山
林
の
管
理
の
過
程
で
生
じ
た
間
伐
材
を

利
用
し
た
製
品
の
中
に
竹
ぼ
う
き
が
あ
り
ま
し

た
。
木
工
製
品
は
手
間
と
コ
ス
ト
が
か
か
る
た

め
、
安
価
な
大
量
生
産
品
の
台
頭
に
よ
り
敬
遠

さ
れ
、
衰
退
し
て
い
ま
す
。
木
工
製
品
の
良
さ

を
環
境
問
題
を
含
め
て
見
直
し
て
み
る
機
会
を

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
は
与
え
て
く
れ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

5
月
7
日
に
吉
野
山
に
て
16
名
の
参
加
者

で
開
催
し
ま
し
た
。
昨
年
ま
で
は
駅
周
辺
で
行

い
ま
し
た
が
、今
年
は
山
上
で
開
催
し
ま
し
た
。

講
師
の
道
盛
正
樹
さ
ん
（
大
阪
自
然
史
セ
ン

タ
ー
）
と
木
村
が
、
当
地
で
み
ら
れ
る
コ
ケ
を

探
し
な
が
ら
、
み
ん
な
で
観
察
し
ま
し
た
。
奈

良
県
で
は
古
い
石
垣
に
特
異
的
に
生
育
す
る
奈

良
県
の
絶
滅
危
惧
種
の
ミ
ヤ
マ
ハ
イ
ゴ
ケ
や
希

少
な
オ
オ
ミ
ゴ
ケ
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
植
物
学
者
で
も
あ
ま
り
見
た
人
が
い

な
い
ニ
ワ
ツ
ノ
ゴ
ケ
も
じ
っ
く
り
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

ミヤマハイゴケ



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30年度、225,571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。

発行日：令和元年7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：企画展「あの頃の夏休み」画像

源流のひとしずく源流のひとしずく 夏　第45号夏　第45号

　
今
年
の
企
画
展
は
色
々
な
挑
戦
や
実
験
の
要

素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
昆
虫
担

当
が
民
俗
学
的
な
展
示
を
作
製
す
る
こ
と
が
挑

戦
で
す
。
し
か
し
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
い
と
前

に
進
め
な
い
。き
っ
か
け
は
些
細
な
事
で
し
た
。

し
か
し
、
投
げ
ら
れ
た
石
が
作
り
出
す
波
紋
は

徐
々
に
広
が
り
、
や
が
て
大
き
な
波
に
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
ビ
ッ
グ
ウ
エ
ー
ブ
に
乗
る

し
か
な
い
！
そ
う
思
い
、
自
分
に
で
き
る
こ
と

か
ら
始
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
企
画
展
を
構
成
す
る
に
あ
た
り
、
に
自
分
の

専
門
分
野
と
「
あ
の
頃
」
を
つ
な
げ
る
も
の
は

何
か
を
探
し
て
み
ま
し
た
。
そ
う
し
て
思
い
出

し
た
こ
と
が
、「
遊
び
」
で
し
た
。
自
然
に
ふ

れ
る
遊
び
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
今
の
自
分
が

あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
昔
遊
び
を
掘
り
下
げ
て

い
け
ば
何
か
見
つ
か
る
か
も
？
と
思
い
、
遊
び

道
具
を
調
べ
て
い
き
ま
し
た
。

　
遊
び
道
具
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
遊
び
に

は
伝
承
が
あ
る
こ
と
、
世
代
を
超
え
て
遊
べ
る

こ
と
、
知
恵
や
工
夫
が
必
要
な
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
源
流
館
の
取
り

組
み
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
他
施
設
に

は
で
き
な
い
源
流
館
ら
し
い
展
示
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
E
S
D
の
視
点
で
「
あ

の
頃
」
を
振
り
返
れ
ば
、
持
続
可
能
な
社
会
を

つ
く
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
が
3
階

（
開
催
中
〜
９
／
30
）

（
開
催
中
〜
９
／／
30
）

（
開
催
中
〜
９
／
30
）
作
製
秘
話

7

フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
コ
ー
ナ
ー
に
設
置
し
た
「
源

流
学
の
視
点
か
ら
」「
木
づ
か
い
」「
温
故
知
新
」

の
３
枚
の
パ
ネ
ル
で
す
。

　
企
画
展
構
成
を
考
え
始
め
た
当
初
、
企
画
展

は
一
カ
所
に
ま
と
め
て
展
示
物
や
パ
ネ
ル
を
設

置
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
ど
こ
に

設
置
を
す
れ
ば
意
図
が
伝
わ
り
や
す
い
か
、
常

設
展
示
を
見
な
が
ら
動
物
園
の
ク
マ
の
よ
う
に

館
内
を
ウ
ロ
ウ
ロ
歩
い
て
い
ま
し
た
。
館
内
を

３
周
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
で
、
村
民
さ
ん
か
ら

「
あ
の
頃
」
を
聞
き
、
村
の
暮
ら
し
や
文
化
を

紹
介
し
て
い
け
ば
、
森
と
水
と
と
も
に
生
き
て

き
た
川
上
村
の
魅
力
の
発
信
に
も
つ
な
が
る
と

思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
源

流
館
全
体
を
使
い
、常
設
展
示
か
ら
「
あ
の
頃
」

を
引
き
出
せ
る
よ
う
に
企
画
展
を
構
成
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　
展
示
を
作
製
す
る
に
あ
た
り
、展
示
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
考
え
ま
し
た
。
天
明
の
家
で
「
家
族
の

だ
ん
ら
ん
」、交
流
広
場
で
「
町
角
遊
び
」、フ
ィ
ー

ル
ド
を
め
ぐ
る
で
「
野
外
遊
び
」、
フ
ィ
ー
ル
ド

体
験
コ
ー
ナ
ー
で
「
体
験
に
基
づ
い
た
暮
ら
し
」

を
テ
ー
マ
に
し
、
家
か
ら
外
へ
遊
び
に
行
く
イ

メ
ー
ジ
で
展
示
を
構
成
し
ま
し
た
。

　
企
画
展
「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」
は
、
多
く
の

人
の
協
力
が
あ
っ
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
源
流
館
が
川
上
村
の
た
め
に

行
っ
て
き
た
活
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
す
。

村
民
さ
ん
と
の
距
離
が
近
い
か
ら
こ
そ
、
思
い

出
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
蚊
帳
や
花
柄
の
魔

法
瓶
、木
製
の
牛
乳
受
け
と
い
っ
た
「
あ
の
頃
」

の
製
品
を
お
借
り
で
き
ま
し
た
。

平素は当会の活動に格別のご理解とご協力ならびに森と水の源流館をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、当会の会員証が新しく吉野杉の間伐材を加工したカードに変更となりましたのでお知らせいたします。吉野林業
は極端な密植と弱度の間伐を数多く繰り返し、長い期間をかけて施業します。そのため、年輪幅が小さく、均一なうえ、
真っ直ぐで節がなく、色の美しい吉野杉や檜は市場で珍重されてきました。とくに、吉野杉は酒樽・樽丸づくりになくて
はならないものです。そして、保水性と透水性の高い土壌や年間2,000mmを越える降水量といった川上村の自然環境と、
500年以上も昔から受け継がれてきた優れた技術によって育てられます。
その吉野杉を薄くシート状に加工したものが、この会員証です。一般社団法人吉野か
わかみ社中にて作っていただきました。1cmあたり7～8年輪以上入っているものが理
想とされています。また、色や香りなど、実際に手に取って確かめてみてください。
すでに旧カードで発行した方につきましては、今回新カードを同封しております。

会員証変更のお知らせ

CONTENTS
・事務局長コラム
・「源流学」⑲
・源流の主役たち
・吉野川のガタロウ
・吉野山のコケをしらべよう
  ムネアカハラビロカマキリにご注意を
・あの頃の夏休み作製秘話
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企
画
展
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
完
成

に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
り
ま
す
。な
ぜ
な
ら
ば
、

企
画
展
を
見
た
人
か
ら
得
ら
れ
る
思
い
出
話
や

ア
イ
デ
ア
を
取
り
込
ん
で
い
け
る
余
白
を
残
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
み
ん
な
で
作
り
上
げ
る
企

画
展
も
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
い
ま
す
の
で
、

是
非
ご
来
館
の
上
、
あ
な
た
の
思
い
出
を
企
画

展
に
加
え
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan

mori-to-mizu-no-genryu-kan

公
益
財
団
法
人

　
吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　
忠
大

事
務
局
長

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
に

ご
注
意
を

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
ににに

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意
をををををを

実
は
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
は
企
画

展
ス
タ
ー
ト
の
1
週
間
前
で
す
。「
振
り
返
る

に
は
、
ま
だ
早
い
！
」
ま
し
て
や
タ
ネ
ア
カ
シ

を
す
る
前
に
、
楽
し
い
企
画
展
の
準
備
に
没
頭

し
ろ
と
お
叱
り
を
い
た
だ
き
そ
う
で
す
が
。
森

と
水
の
源
流
館
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
取
組
み
に

は
、
実
は
そ
ん
な
お
も
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
い
て
、
ご
覧
い

た
だ
く
に
は
、
よ
い
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。
い

ま
こ
こ
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ
れ
の
「
あ
の

頃
」
を
お
伝
え
で
き
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
。

「
今
年
の
夏
は
、
胸
ま
で
熱
い
！
不
思
議
な
、

不
思
議
な
夏
で
す
♪
」
…
ご
存
知
で
す
か
？
懐

か
し
の
歌
謡
曲
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ズ
の
『
暑
中

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
』
で
書
き
始
め
て
み

ま
し
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
夏
、
森
と
水
の
源

流
館
が
い
つ
も
に
も
増
し
て
力
を
入
れ
て
取
組

む
企
画
展
「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」
が
6
月
末

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
こ
の
企
画
展
と

関
連
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
後
の
ペ
ー
ジ
で

触
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
少
し
「
お
も
い
」
を

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

昨
年
度
か
ら
森
と
水
の
源
流
館
に
加
わ
っ
た

ス
タ
ッ
フ
古
山
暁
（38）
。
彼
は
昆
虫
が
専
門
で
、

観
察
会
の
実
施
や
、
外
来
昆
虫
に
よ
る
地
域
環

境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
啓
発
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
あ
る
日
、
彼
の
席
の
後
ろ
を
私
が
す
り

抜
け
た
時
に
懐
か
し
い
匂
い
が
し
ま
し
た
。
小

学
生
の
頃
に
夏
休
み
が
近
づ
く
と
、
近
く
の
文

具
屋
な
ど
に
置
い
て
あ
っ
た
「
昆
虫
採
集
セ
ッ

ト
」。
そ
こ
に
入
っ
て
い
た
鮮
や
か
な
緑
色
と

赤
色
の
液
体
の
ボ
ト
ル
。
あ
の
匂
い
で
し
た
。

断
っ
て
お
き
ま
す
が
、
彼
と
そ
の
液
体
と
は
何

の
関
係
も
な
く
、
私
の
勝
手
な
幻
想
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
ん
な
話
か
ら
、
ス
タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ

れ
に
、
懐
か
し
い
「
あ
の
頃
」
の
話
が
湧
き
出

て
き
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
担
当
は
古
山
が

担
っ
て
い
ま
す
。
昨
秋
か
ら
一
生
懸
命
に
お
も

い
を
語
り
、
呼
び
か
け
て
、
モ
ノ
集
め
に
も
取

り
組
み
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
ん
な
彼
を
見
て
い

る
と
、
あ
る
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。「
17

年
前
の
開
館
の
頃
に
は
、
慣
れ
な
い
ス
タ
ッ
フ

が
一
丸
と
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
に

体
当
た
り
し
て
い
た
っ
け
。
い
ま
は
ど
う
だ
ろ

う
？
」
決
し
て
手
を
抜
い
て
い
る
訳
で
は
な
い

の
で
す
が
、
慣
れ
に
任
せ
て
仕
事
を
こ
な
し
て

い
る
毎
日
で
は
な
い
か
？
　
し
か
も
、
担
当
ス

タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ゴ
ー
ル
を

決
め
て
い
る
の
で
、
み
ん
な
で
ゴ
ー
ル
の
テ
ー

プ
を
切
る
よ
う
な
感
覚
が
久
し
く
な
か
っ
た
の

で
は
と
気
づ
き
ま
し
た
。「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
ス
タ
ッ
フ
全
員
が

乗
っ
か
り
、
今
年
の
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
源
流
館
が
オ
ー
プ
ン
し

た
「
あ
の
頃
」
の
感
覚
も
大
切
な
要
素
で
す
。

こ
れ
も
古
山
が
発
し
た
言
葉
で
す
。「
村
の
人

を
は
じ
め
、い
ろ
い
ろ
な
人
の
か
か
わ
る
〝
余
白
〞

を
大
事
に
し
た
い
。
企
画
展
終
了
後
に
も
、
継
続

す
る
事
業
が
残
る
よ
う
な
〝
余
韻
〞
の
あ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
し
た
い
」
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中

で
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
私
は
も
う
ひ
と
つ
、

文
字
は
異
な
り
ま
す
が
「
予
告
」
を
加
え
ま
し
た
。

毎
年
、
何
を
し
て
も
「
準
備
不
足
と
予
告
不
足
」

が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
す
。
い
く
ら
意
味
の
あ
る

催
し
を
開
い
て
も
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
、
適
切

な
時
期
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
い
つ
も

思
っ
て
い
ま
す
。
な
の
で
今
回
は
、
告
知
、
つ
ま

り
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
づ
く
り
に
も
こ
だ
わ
り
ま

し
た
。「
告
知
の
段
階
か
ら
催
し
は
始
ま
っ
て
い

る
！
　
そ
れ
ぐ
ら
い
に
告
知
に
は
大
き
な
意
味
が

あ
る
」
広
告
業
界
で
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
私
が
社

会
人
デ
ビ
ュ
ー
を
し
た
「
あ
の
頃
」
に
教
え
ら
れ

た
モ
ッ
ト
ー
で
す
。

あ
る
日
、
あ
の
頃
の
匂
い
が
し
た
。

み
ん
な
で
盛
り
上
げ
よ
う
。

予
告
と
余
白
と
余
韻
を
も
っ
て
。

と
に
か
く
、
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

川上村の村井商店に今も残っていた「昆虫採集セット」
ポスターでは、モノクロ写真に液体のボトルだけを着
色しました。黒沢明監督の映画『天国と地獄』をイメー
ジして－
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ここにもコケが！

ニワツノゴケ オオミゴケ

写真 4　発見された卵

写真 1　胸部 写真 2　側面 写真 3　背面

ミヤマハイゴケ

〈
観
察
し
た
コ
ケ
植
物
〉

（
蘚
類
）ナ
ミ
ガ
タ
タ
チ
ゴ
ケ
、ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ
、

ハ
リ
ガ
ネ
ゴ
ケ
、
コ
ツ
ボ
ゴ
ケ
、
コ
バ
ノ
チ
ョ

ウ
チ
ン
ゴ
ケ
、
カ
ラ
フ
ト
キ
ン
モ
ウ
ゴ
ケ
、
オ

オ
ミ
ゴ
ケ
、
サ
ヤ
ゴ
ケ
、
ヒ
ジ
キ
ゴ
ケ
、
ノ
ミ

ハ
ニ
ワ
ゴ
ケ
、
ネ
ズ
ミ
ノ
オ
ゴ
ケ
、
ヤ
ノ
ネ
ゴ

ケ
、
ケ
カ
ガ
ミ
ゴ
ケ
、
コ
ク
シ
ノ
ハ
ゴ
ケ
、
ミ

ヤ
マ
ハ
イ
ゴ
ケ
（
苔
類
）
フ
ル
ノ
コ
ゴ
ケ
、
ジ

ン
ガ
サ
ゴ
ケ
（
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
）
ニ
ワ
ツ
ノ
ゴ
ケ

　
昨
年
10
月
に
吉
野
町
で
外
来
昆
虫
の
ム
ネ
ア

カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
（
写
真
1
，
2
，
3
）

を
確
認
し
ま
し
た
。
人
に
は
危
害
を
及
ぼ
さ
な

い
の
で
す
が
、
在
来
種
で
あ
る
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ

キ
リ
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
報
告
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

の
侵
入
経
路
は
、
東
京
都
多
摩
動
物
公
園
と
神

奈
川
県
立
生
命
の
星
・
地
球
博
物
館
の
調
査
に

よ
り
、
中
国
産
の
竹
ぼ
う
き
に
卵
鞘
が
付
着
し

て
日
本
国
内
に
侵
入
し
て
き
た
事
が
判
明
し
ま

し
た
。
奈
良
県
に
お
い
て
も
、
量
販
店
で
販
売

さ
れ
て
い
る
中
国
産
竹
ぼ
う
き
か
ら
ム
ネ
ア
カ

ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
の
卵
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。（
写
真
4
）

　
安
価
な
中
国
産
竹

ぼ
う
き
は
、
短
期
的

に
み
る
と
使
い
勝
手

の
良
い
製
品
で
す
。

使
用
頻
度
の
低
い
一

般
家
庭
に
お
い
て

は
、
値
の
張
る
国
産

品
を
使
う
よ
り
安
価
な
中
国
産
竹
ぼ
う
き
を
使

う
こ
と
は
経
済
的
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
こ
に
落
と
し
穴
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
せ
ん

か
？

　
里
山
に
は
色
々
な
環
境
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

生
活
に
必
要
な
糧
を
得
て
日
本
人
は
生
活
し
て

き
ま
し
た
。
自
然
に
あ

る
物
を
利
用
し
、
自
然

と
共
存
し
て
き
た
生
活

様
式
か
ら
、
大
量
生
産
・

大
量
消
費
の
生
活
様
式

に
変
化
し
た
弊
害
の
一

端
を
ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ

ロ
カ
マ
キ
リ
は
示
し
て

い
ま
す
。

　
里
と
い
う
字
に
は

「
人
の
生
活
」
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま
す
。
人

の
生
活
の
あ
る
山
な
の

で
「
里
山
」
と
呼
ば
れ
、

利
用
す
る
た
め
に
木
を

生
や
す
か
ら
「
林
」
と

い
う
言
葉
が
つ
い
た

「
里
山
林
」
と
い
う
言

葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

竹
林
も
里
山
林
の
構
成

要
素
の
一
つ
で
す
。
食

料
や
道
具
の
材
料
と
し

て
利
用
さ
れ
て
き
た
竹

で
す
が
、
近
年
は
里
山
林
の
荒
廃
と
と
も
に
放

棄
竹
林
が
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
里
山
林
の
管
理
の
過
程
で
生
じ
た
間
伐
材
を

利
用
し
た
製
品
の
中
に
竹
ぼ
う
き
が
あ
り
ま
し

た
。
木
工
製
品
は
手
間
と
コ
ス
ト
が
か
か
る
た

め
、
安
価
な
大
量
生
産
品
の
台
頭
に
よ
り
敬
遠

さ
れ
、
衰
退
し
て
い
ま
す
。
木
工
製
品
の
良
さ

を
環
境
問
題
を
含
め
て
見
直
し
て
み
る
機
会
を

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
は
与
え
て
く
れ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

5
月
7
日
に
吉
野
山
に
て
16
名
の
参
加
者

で
開
催
し
ま
し
た
。
昨
年
ま
で
は
駅
周
辺
で
行

い
ま
し
た
が
、今
年
は
山
上
で
開
催
し
ま
し
た
。

講
師
の
道
盛
正
樹
さ
ん
（
大
阪
自
然
史
セ
ン

タ
ー
）
と
木
村
が
、
当
地
で
み
ら
れ
る
コ
ケ
を

探
し
な
が
ら
、
み
ん
な
で
観
察
し
ま
し
た
。
奈

良
県
で
は
古
い
石
垣
に
特
異
的
に
生
育
す
る
奈

良
県
の
絶
滅
危
惧
種
の
ミ
ヤ
マ
ハ
イ
ゴ
ケ
や
希

少
な
オ
オ
ミ
ゴ
ケ
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
植
物
学
者
で
も
あ
ま
り
見
た
人
が
い

な
い
ニ
ワ
ツ
ノ
ゴ
ケ
も
じ
っ
く
り
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

ミヤマハイゴケ



mori-to-mizu-no-genryu-kan

mori-to-mizu-no-genryu-kan

⑲夏の思い出⑲夏の思い出

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　
吉
野
川
・
紀
の
川
は
、
魚
類
だ
け
で
約

１
０
０
種
類
が
生
息
す
る
豊
か
な
河
川
で
す
。

か
つ
て
は
ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
も
生
息
し
て
お

り
、
さ
ら
に
昔
に
は
河か
っ
ぱ童
も
棲す

ん
で
い
た
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
河
童
の
伝
説
は
全
国
各
地
で
み
ら
れ
ま
す

が
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
呼
び
方
も
あ
り
、

「
猿エ
ン
コ
ウ猴
」「
水ス
イ
コ虎
」「
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
」「
川
小
法
師
」

「
川
太
郎
」「
コ
マ
ヒ
キ
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
吉
野
川
・
紀
の
川
流
域
で
は
「
ガ
タ

ロ
ウ
」
と
呼
ば
れ
、
吉
野
町
・
下
市
町
・
黒
滝

村
・
紀
の
川
市
の
ほ
か
、
川
上
村
入
之
波
地
区

と
支
流
の
中
奥
川
に
い
た
と
さ
れ
ま
す
。

　
入
之
波
地
区
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
、
村
は
ず
れ
の

「
ナ
ガ
ト
の
川
原
」
に
棲
み
、
相
撲
が
好
き
で
、

度
々
村
人
に
い
た
ず
ら
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

力
自
慢
の
ハ
イ
チ
ロ
ウ
さ
ん
に
相
撲
で
負
か
さ

れ
て
か
ら
は
、
魚
を
届
け
た
り
、
薬
の
作
り
方

を
教
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
入

之
波
地
区
で
は
、
ガ
タ
ロ
ウ
が
伝
え
た
と
い
う

薬
が
使
わ
れ
、
ハ
イ
チ
ロ
ウ
さ
ん
は
河
勝
明
神

と
い
う
神
様
と
し
て
神
社
で
祀
ら
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。「
森
と
水
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に

参
加
し
た
子
供
た
ち
と
、
こ
の
昔
話
も
と
に
し

て
劇
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
中
奥
川
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
、
馬
の
尻
に

吸
い
付
い
つ
い
た
と
い
う
話
（
枌
尾
地
区
）
や

中
奥
川
の
上
流
に
あ
る
大
塔
神
社
の
旧
境
内

（
瀬
戸
地
区
）
に
は
ガ
タ
ロ
ウ
を
封
じ
込
め
た

と
い
う
石
が
祀
ら
れ
、
中
奥
川
と
吉
野
川
の
合

流
点
（
白
川
渡
地
区
）
に
も
、
ガ
タ
ロ
ウ
を
封

じ
込
め
た
と
い
わ
れ
る
「
ガ
タ
ロ
松
」
が
あ
り

ま
し
た
。
入
之
波
地
区
の
ガ
タ
ロ
ウ
と
は
異
な

り
、中
奥
川
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
人
に
危
害
を
加
え
、

封
じ
込
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
怪
物
と
い
う
印

象
を
受
け
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
河
童
（
ガ
タ
ロ
ウ
）
と
は
何
者
な

の
で
し
ょ
う
か
？

　
河
童
の
正
体
は
、ス
ッ
ポ
ン
や
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、

ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
な
ど
を
誤
認
し
た
も
の
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
河
童
に
ま
つ
わ
る
様
々
な

伝
説
が
生
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
民
俗
学
者

の
柳
田
國
男
（
１
８
７
５
〜
１
９
６
２
）
や
折

口
信
夫
（
１
８
８
７
〜
１
９
５
３
）
の
ほ
か
、

石
田
英
一
郎
（
１
９
０
３
〜
１
９
６
８
）
が
比

較
民
族
学
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
河
童
と
は
水
の
神
が
落
ち
ぶ

れ
た
姿
と
さ
れ
ま
す
。日
本
だ
け
で
な
く
、ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
各
地
に
は
水
中
に
棲
む
神
や
精

霊
・
怪
物
が
、
馬
を
水
中
に
引
き
込
む
伝
承
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
水
の
神
に
馬
が
供
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
丹
生
川
上
神
社
に
馬

が
奉
納
さ
れ
て
い
た
の
も
、
そ
の
名
残
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
も
し
か
し
た
ら
ガ
タ
ロ
ウ
と
は
、
吉
野
川
源

流
に
丹
生
川
上
神
社
が
創
祀
さ
れ
た
と
き
に
、

大
陸
由
来
の
「
水
の
神
と
は
こ
う
い
う
も
の
」

と
い
う
知
識
が
伝
わ
り
、
形
を
変
え
な
が
ら
語

り
伝
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
川
遊
び
の
時
に
は
、
川
や
水
に
感
謝
の
気
持

ち
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
水
の
神
ガ
タ
ロ
ウ
を

怒
ら
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
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折
口
信
夫
「
河
童
の
話
」（『
折
口
信
夫
全
集
３
』

所
収
　
一
九
六
六
　
中
央
公
論
社
）

石
田
英
一
郎
　
一
九
九
四
『
新
版
河
童
駒
引

考
　
比
較
民
族
学
的
研
究
』
岩
波
書
店

木
下
昌
美
　
二
〇
一
七
　『
奈
良
妖
怪
新
聞
　

総
集
編
（
壱
）』
大
和
政
経
通
信
社

5

吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
三
一
歴
史
に
詳
し
い
職
員
、
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
。

子どもたちに伝えたい「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan2
※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。

魚
が
見
え
へ
ん
よ
う
に
な
っ
た
り
、

そ
の
水
が
冷
た
い
か
ら
、わ
し
ら
は
、

「
冷
水
（
ひ
や
み
ず
）」
と
い
っ
て
、

泳
ぐ
の
も
気
を
つ
け
て
た
な
ぁ
。
な

ん
せ
、岩
の
下
に
潜
っ
て
い
く
か
ら
、

は
よ
、
出
て
こ
な
い
と
息
が
た
り
へ

ん
よ
う
に
な
っ
て
、
息
を
し
よ
う
に

も
、
上
に
あ
が
っ
て
も
岩
に
頭
ぶ
つ

け
る
だ
け
で
、
息
も
で
き
へ
ん
し
、

必
死
こ
い
て
、
岩
の
下
を
抜
け
出
し

て
、
川
面
に
顔
を
出
し
た
の
を
、
よ

う
覚
え
て
い
る
。

魚
は
な
、
ウ
グ
イ
か
ア
メ

ゴ
。
ア
メ
ノ
ウ
オ
か
。

小
さ
い
や
つ
も
お
っ
た
、

ハ
イ
ジ
ャ
コ
、
ハ
イ
ジ
ャ
コ
と
、
わ

し
ら
は
言
っ
て
て
な
、
ア
ブ
ラ
ハ
エ

と
い
う
や
つ
や
。
ム
ツ
と
い
う
魚
も

お
っ
た
。
砂
地
を
這
う
ネ
オ
と
い
う

魚
も
お
っ
た
な
ぁ
。
本
当
の
名
前
は

わ
か
ら
ん
け
ど
、
わ
し
ら
は
、
ネ
オ

と
言
っ
て
た
な
ぁ
。
あ
と
刺
す
や
つ

も
お
っ
た
。
ギ
リ
イ
と
い
う
の
が
。
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図３　ガタロウを封じた石
（右側：大塔神社旧境内）

図１　ガタロウとハイチロウ
（『川上村昔ばなし』挿絵を一部改変）

図２　ガタロウの話を劇にしました
（2007年8月18日　源流人会会員 木下進さん撮影）

ビク

森
と
水
の
源
流
館
で
、「
あ
の
頃
の
夏

休
み
」
と
い
う
企
画
展
が
は
じ
ま
っ

て
い
る
そ
う
な
ぁ
。「
達
ち
ゃ
ん
、

な
ん
か
夏
休
み
の
思
い
出
を
語
っ
て
よ
」
と
、

職
員
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
っ
た
ん
で
、
今

回
は
、
わ
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
の
夏
休
み
の
思

い
出
で
も
語
ろ
う
と
思
う
。
何
度
か
、
こ
の
源

流
学
の
と
こ
ろ
で
も
、
夏
の
思
い
出
を
語
っ
と

る
が
な
。と

い
っ
て
も
な
、
わ
し
ら
の
夏
休
み

と
い
え
ば
、
小
学
生
の
こ
ろ
は
、

学
校
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
毎
日
、

川
へ
行
っ
て
遊
ん
ど
っ
た
け
ど
、
中
学
の
こ
ろ

に
な
っ
た
ら
な
、家
の
用
事
が
済
め
へ
ん
だ
ら
、

遊
ば
れ
へ
ん
だ
。

ま
ず
は
家
の
こ
と
や
。
麦
の
穂
を
臼

で
つ
い
て
実
に
し
た
り
、
畑
仕
事

を
手
伝
っ
た
り
、
た
き
も
の
（
薪
）

を
作
っ
た
り
し
て
、
自
分
ら
の
暮
ら
し
を
支
え

る
た
め
の
重
要
な
戦
力
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
わ
し
の
家
だ
け
と
違
っ
て
、中
学
に
な
る
と
、

ど
こ
の
家
で
も
、
家
の
仕
事
を
し
て
か
ら
、
遊

ぶ
の
が
当
た
り
前
や
っ
た
わ
。
そ
れ
が
終
わ
っ

た
ら
、
川
へ
ま
っ
し
ぐ
ら
や
。

川
と
い
っ
て
も
な
、
こ
れ
も
遊
び
と

違
う
ん
や
ど
ぉ
。
魚
と
っ
た
り
、

ウ
ナ
ギ
獲
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
が
、

今
日
の
晩
ご
飯
の
お
か
ず
と
し
て
、
あ
て
に
さ

れ
て
た
ん
や
。
よ
う
行
っ
た
の
が
不
動
窟
。
柏

木
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
山
道
を
歩
い
て
行
く
と
、

不
動
窟
に
降
り
る
道
が
あ
っ
て
な
、
そ
こ
が
、

わ
し
ら
の
川
遊
び
の
定
番
や
っ
た
。

岩
の
下
の
川
底
を
目
指
し
て
、
ぐ
っ

と
潜
っ
て
い
く
と
、
魚
が
よ
う
お
っ

た
。
や
け
ど
、
不
動
窟
か
ら
出
て

く
る
水
が
、か
げ
ろ
う
み
た
い
に
な
っ
て
時
折
、

ち
く
っ
と
刺
し
や
が
っ
て
、
ほ
ん
ま

痛
か
っ
た
わ
。

大
き
い
の
や
っ
た
ら
30
セ
ン

チ
ぐ
ら
い
の
も
お
っ
た
な
。

40
セ
ン
チ
近
い
の
も
獲
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
み
ん
な
遊
び
と
違

う
ね
ん
。
お
か
ず
を
と
り
に
い
っ
て

い
た
。
い
ま
や
っ
た
ら
、
川
は
危
な

い
と
か
言
わ
れ
る
け
ど
、
わ
し
ら
子

ど
も
の
こ
ろ
は
、
危
な
い
こ
と
も
楽

し
い
こ
と
も
経
験
を
通
じ
て
、
知
っ

と
っ
た
。お

も
ろ
か
っ
た
の
が
、
夜
釣

り
や
。
夜
中
に
釣
り
に
い

く
と
、
魚
は
逃
げ
ず
に
、

寝
と
る
ん
や
。
ウ
ナ
ギ
も
寝
て
て
、

動
け
へ
ん
。
寝
と
る
間
に
、
モ
リ
で

ぶ
す
、ぶ
す
っ
と
つ
い
て
、と
る
か
ら
、

よ
う
獲
れ
た
よ
。「
夜（
よ
）づ
き
」「
夜

（
よ
）づ
き
」と
い
っ
て
、で
も
な
、や
っ

ぱ
り
、
夜
に
川
に
行
く
と
気
持
ち
悪

く
て
な
、
身
の
毛
が
よ
だ
つ
。
わ
し

ら
は
、
川
に
顔
を
向
け
て
魚
、
獲
っ

と
る
け
ど
な
、
後
ろ
は
、
ま
っ
た
く

の
隙
だ
ら
け
や
。
あ
た
り
は
真
っ
暗

や
し
、
な
ん
か
気
持
ち
悪
か
っ
た
け

ど
な
、
そ
れ
で
も
よ
う
獲
れ
る
か
ら
、

み
ん
な
で
行
っ
た
な
ぁ
。
で
も
絶
対
、

ひ
と
り
で
は
い
か
へ
ん
だ
。

獲
っ
た
魚
は
、
竹
で
編
ん
だ

「
ビ
ク
」
に
入
れ
た
。
ビ
ク

は
腰
に
つ
け
て
る
ん
や
け

ど
、
手
を
突
っ
込
ん
で
な
い
と
、
魚
が

逃
げ
る
し
、
獣
が
も
っ
て
い
く
。「
ビ

ク
が
重
た
く
な
っ
た
ら
気
を
つ
け
ろ
」

が
合
言
葉
や
っ
た
。
だ
い
た
い
タ
ヌ
キ

か
、
キ
ツ
ネ
か
な
ん
や
け
ど
、
そ
れ
で
も
周
り

が
暗
い
分
、
怖
か
っ
た
な
ぁ
。

あ
と
川
面
で
は
な
、
松
で
作
っ
た
松

明
を
か
た
っ
ぽ
で
持
っ
と
ら
な
あ

か
ん
か
ら
、
夜
づ
き
に
行
っ
た
次

の
日
は
、
腕
が
痛
く
て
、
た
い
へ
ん
や
っ
た
。

そ
れ
で
も
た
ん
と
う
獲
っ
た
ら
、
お
か
ぁ
も
喜

ん
で
く
れ
る
し
、
獲
る
の
が
お
も
ろ
い
か
ら
、

よ
う
行
っ
た
。

今
の
子
ど
も
ら
は
、
夏
休
み
に
な
っ

て
も
、
学
校
行
っ
た
り
、
塾
行
っ

た
り
、
習
い
事
行
っ
た
り
、
ほ
ん

ま
忙
し
い
。遊
ぶ
と
い
っ
て
も
、遊
園
地
や
プ
ー

ル
と
か
や
。
自
然
の
な
か
で
遊
ぶ
こ
と
は
、
人

間
関
係
や
い
ろ
ん
な
「
学
び
」
が
あ
る
こ
と
や
。

今
回
、
川
の
話
を
し
た
け
ど
、
わ
し
ら
は
、
目

上
の
人
の
や
る
こ
と
を
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
、

自
分
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
あ
か
ん
だ
ら
、

な
ん
で
あ
か
ん
だ
の
か
、
自
分
で
考
え
て
身
に

着
け
て
い
く
も
ん
や
。
今
回
の
源
流
館
の
企
画

展
を
み
て
も
ら
い
な
が
ら
、
い
ろ
ん
な
体
験
を

す
る
夏
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

ウグイ（奥の小さいのがカワムツ）
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河童退治の民話からみるガタロの存在と住処の考察

第 32 回　源流の主役たち

奥田絵（川上村地域おこし協力隊／関西学院大学社会学研究科研究員）
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　入之波には大迫ダムで移転するまで、神社の境内に河勝様の祠があった。河勝様の信仰は、今でもこの集落に残

る河童退治の民話に由来するものだ。話のあらましはこうだ。いたずら好きなガタロは長殿の河原で通りかかる人

に悪さをしていた。これを見かねた村一番の力持ちのハイチロウは、ガタロを懲らしめようと相撲で勝負し、コテ

ンパンにやっつけた。観念したガタロはハイチロウに悪さをしないから、その代わりに家の軒下にビクを吊り下げ

たら、そのビクにいっぱいの魚を入れておくと言った。ガタロの言う通り、次の日からビクにいっぱいの魚が入っ

た。しかしある日、ある家がビクを吊り下げていた

クイが折れたので、代わりに鹿の角でビクをぶら下

げたら、その日から鹿嫌いなガタロは魚を持って来

なくなった。その代わり、ガタロはハイチロウの子

孫の家に秘伝の薬を置いていった。ハイチロウの子

孫の家の女性のみこの薬を使えるそうで、この薬を

塗るとどんな怪我でもすぐに治ったそうだ。また入

之波では、河童を退治したハイチロウを讃えるため、

集落の神社（大年神社）の境内に碑を建立して河勝

様として祀っていた（奈良県教育委員会事務局文化

財保存課　1968）。しかし、1973 年の大迫ダム建設に

伴って入之波が水没移転した結果、河勝様の碑は神

社の境内から村外へと移されたそうだ（写真 1）。

　この入之波の河童伝説は、現在でもさまざまな逸話が残っている。この民話の語り手の方は、実際に自分の妹が

骨折したが秘伝の薬を塗ってもらうとすぐに怪我が治ったそうだ。また、語り手の方が学校に行く際は、長殿の河

原を通らなければいけなかったので、後ろを振り返らずに走ってこの河原を通ったと話す人もいる。しかし、この

河童退治の民話の語り手が 3人ほどと年々少なくなっている。では、なぜガタロの語り手が少なくなっているのか。

理由の 1つに語り手の高齢化だ。語り手の人によれば、河童退治の民話は山仕事をしている際に、年配の方からよ

く聞かされたと話す。やまいきの間で伝承されてきたものだが、つまりやまいきの数が少なくなってきて、語り手

が進んだことが理由の 1つだと考えられる。しかし、語り手の高齢化だけではない。それはガタロが出現しなくなっ

たことだ。語り手の方々はしばらくガタロを見ていないと口をそろえる。ある人によれば、大迫ダムで水没して以

降と話すが、もっと前からいなくなったと話す人もいる。いずれにしろ、ガタロが消えたことで民話を語り継ぐこ

とができなくなったと考えることもできる。

　ではなぜガタロが出現しなくなったのか。この疑問に対する解答として、高度経済成長期に建設された大迫ダム

の開発がおこなわれることで河童の住処がなくなったと考えることができるだろう。しかし、そもそも妖怪や生き

物にまつわる不思議な民話は、現在ではほとんど語られることがなくなったと言われている。たとえば、日本全国

で残されているキツネに化かされるという話がそうだ。内山節（2007）によれば、キツネに化かされる話は 1965 年

を境に語られなくなっていくそうだ。その理由として、近代化によってこれまでの日本人のものの考え方・見方に

大きな変化が生まれ、キツネに化かされる話がなく

なったと言われている。そもそも日本人は自然の豊

かさを享受しつつ自然を神として信仰して独自の自

然と関係をつくってきた。しかし、高度経済成長期

になると、農山漁村の人が出稼ぎで都会へ行き、

人と自然の関係が変化した。また、テレビなどの

メディアの発達や、高校・大学への進学率の向上、

科学的なものの考え方を身につけることで、人を化

かすキツネは非科学的な現象として扱われるように

なった。つまり、農山漁村の衰退による人と自然と

の関係の変化と、科学的知識の広がりで「キツネに

化かされる」という非科学的な現象を見ることがな

くなったと考えられる。この話を河童に置き換えると、川上村の人が近代化されることで、非科学的な存在のガタ

ロは現れなくなったと言える。

　最後にガタロがなぜ長殿の河原（写真 2）に出現したのかを考えてみたい。長殿の河原は、現在は大迫ダムで水

没して見ることができないが、伯母谷川と吉野川の合流する、広い河原だったそうだ。長殿の河原は誰も住んでお

らず、入之波と大迫、伯母谷の集落に向かう分かれ道があったそうだ。つまり、長殿の河原は大迫・伯母谷・入之

波の集落の境界あたりだったと考えられる。では、集落の境界とはどういう場所なのか。この境界について右の

図 1 を参照しよう。集落は、基本的にⅠの集落が中心に置

かれており、集落から少し外側にⅡの田畑があり、さらに外

側にまきなどの材料になった集落の入会地（注釈）があった

と考えられる。つまり、人が居住する場所は集落の中心地

であり、そこから外に向かうにつれ人里はなれた場所に

なる。

　これを入之波の河童退治の民話で考えると、民家のなかっ

た長殿の河原は大迫・伯母谷・入之波の集落の境界であり、

人が住む集落の中心地から離れた場所であったことが伺え

る。ガタロはなぜ長殿の河原に出現するのかという疑問に戻

れば、集落の中心地から離れた長殿の河原は誰もおらずガタ

ロにとって悪さをしやすい場所であったと言えるだろう。さ

らに言うなれば、長殿の河原は人里離れた危険な場所だから、

通るときは気をつけるようにという教訓を、河童退治の民話

を語り継ぐことで残していたのかもしれない。

写真 1．水没移転後の大年神社

写真 2．長殿の河原付近の現在

図 1．村の領域の模範図
〔福田（1982：38）を参照〕

注釈　入会地とは、村や集落が村落共同体で共有している土地のこと。具体的にはまきや落ち葉を拾う里山や、屋

根の材料となるカヤを刈り取る原野などのことで、共同体に属している人によって共同管理されている。
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吉
野
川
・
紀
の
川
は
、
魚
類
だ
け
で
約

１
０
０
種
類
が
生
息
す
る
豊
か
な
河
川
で
す
。

か
つ
て
は
ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
も
生
息
し
て
お

り
、
さ
ら
に
昔
に
は
河か
っ
ぱ童
も
棲す

ん
で
い
た
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
河
童
の
伝
説
は
全
国
各
地
で
み
ら
れ
ま
す

が
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
呼
び
方
も
あ
り
、

「
猿エ
ン
コ
ウ猴
」「
水ス
イ
コ虎
」「
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
」「
川
小
法
師
」

「
川
太
郎
」「
コ
マ
ヒ
キ
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
吉
野
川
・
紀
の
川
流
域
で
は
「
ガ
タ

ロ
ウ
」
と
呼
ば
れ
、
吉
野
町
・
下
市
町
・
黒
滝

村
・
紀
の
川
市
の
ほ
か
、
川
上
村
入
之
波
地
区

と
支
流
の
中
奥
川
に
い
た
と
さ
れ
ま
す
。

　
入
之
波
地
区
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
、
村
は
ず
れ
の

「
ナ
ガ
ト
の
川
原
」
に
棲
み
、
相
撲
が
好
き
で
、

度
々
村
人
に
い
た
ず
ら
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

力
自
慢
の
ハ
イ
チ
ロ
ウ
さ
ん
に
相
撲
で
負
か
さ

れ
て
か
ら
は
、
魚
を
届
け
た
り
、
薬
の
作
り
方

を
教
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
入

之
波
地
区
で
は
、
ガ
タ
ロ
ウ
が
伝
え
た
と
い
う

薬
が
使
わ
れ
、
ハ
イ
チ
ロ
ウ
さ
ん
は
河
勝
明
神

と
い
う
神
様
と
し
て
神
社
で
祀
ら
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。「
森
と
水
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に

参
加
し
た
子
供
た
ち
と
、
こ
の
昔
話
も
と
に
し

て
劇
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
中
奥
川
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
、
馬
の
尻
に

吸
い
付
い
つ
い
た
と
い
う
話
（
枌
尾
地
区
）
や

中
奥
川
の
上
流
に
あ
る
大
塔
神
社
の
旧
境
内

（
瀬
戸
地
区
）
に
は
ガ
タ
ロ
ウ
を
封
じ
込
め
た

と
い
う
石
が
祀
ら
れ
、
中
奥
川
と
吉
野
川
の
合

流
点
（
白
川
渡
地
区
）
に
も
、
ガ
タ
ロ
ウ
を
封

じ
込
め
た
と
い
わ
れ
る
「
ガ
タ
ロ
松
」
が
あ
り

ま
し
た
。
入
之
波
地
区
の
ガ
タ
ロ
ウ
と
は
異
な

り
、中
奥
川
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
人
に
危
害
を
加
え
、

封
じ
込
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
怪
物
と
い
う
印

象
を
受
け
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
河
童
（
ガ
タ
ロ
ウ
）
と
は
何
者
な

の
で
し
ょ
う
か
？

　
河
童
の
正
体
は
、ス
ッ
ポ
ン
や
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、

ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
な
ど
を
誤
認
し
た
も
の
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
河
童
に
ま
つ
わ
る
様
々
な

伝
説
が
生
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
民
俗
学
者

の
柳
田
國
男
（
１
８
７
５
〜
１
９
６
２
）
や
折

口
信
夫
（
１
８
８
７
〜
１
９
５
３
）
の
ほ
か
、

石
田
英
一
郎
（
１
９
０
３
〜
１
９
６
８
）
が
比

較
民
族
学
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
河
童
と
は
水
の
神
が
落
ち
ぶ

れ
た
姿
と
さ
れ
ま
す
。日
本
だ
け
で
な
く
、ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
各
地
に
は
水
中
に
棲
む
神
や
精

霊
・
怪
物
が
、
馬
を
水
中
に
引
き
込
む
伝
承
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
水
の
神
に
馬
が
供
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
丹
生
川
上
神
社
に
馬

が
奉
納
さ
れ
て
い
た
の
も
、
そ
の
名
残
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
も
し
か
し
た
ら
ガ
タ
ロ
ウ
と
は
、
吉
野
川
源

流
に
丹
生
川
上
神
社
が
創
祀
さ
れ
た
と
き
に
、

大
陸
由
来
の
「
水
の
神
と
は
こ
う
い
う
も
の
」

と
い
う
知
識
が
伝
わ
り
、
形
を
変
え
な
が
ら
語

り
伝
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
川
遊
び
の
時
に
は
、
川
や
水
に
感
謝
の
気
持

ち
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
水
の
神
ガ
タ
ロ
ウ
を

怒
ら
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

参
考
文
献

広
報
「
か
わ
か
み
」
編
集
員
会
　
二
〇
〇
七

『
川
上
村
昔
ば
な
し
』

高
田
十
郎
編
　
一
九
三
三
『
大
和
の
傳
説
』　

大
和
史
蹟
研
究
会

柳
田
國
男
『
山
島
民
譚
集
』（『
柳
田
國
男
全
集

２
』
所
収
　
一
九
九
七
　
筑
摩
書
房
）

折
口
信
夫
「
河
童
の
話
」（『
折
口
信
夫
全
集
３
』

所
収
　
一
九
六
六
　
中
央
公
論
社
）

石
田
英
一
郎
　
一
九
九
四
『
新
版
河
童
駒
引

考
　
比
較
民
族
学
的
研
究
』
岩
波
書
店

木
下
昌
美
　
二
〇
一
七
　『
奈
良
妖
怪
新
聞
　

総
集
編
（
壱
）』
大
和
政
経
通
信
社

5

吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
三
一
歴
史
に
詳
し
い
職
員
、
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
。

子どもたちに伝えたい「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan2
※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。

魚
が
見
え
へ
ん
よ
う
に
な
っ
た
り
、

そ
の
水
が
冷
た
い
か
ら
、わ
し
ら
は
、

「
冷
水
（
ひ
や
み
ず
）」
と
い
っ
て
、

泳
ぐ
の
も
気
を
つ
け
て
た
な
ぁ
。
な

ん
せ
、岩
の
下
に
潜
っ
て
い
く
か
ら
、

は
よ
、
出
て
こ
な
い
と
息
が
た
り
へ

ん
よ
う
に
な
っ
て
、
息
を
し
よ
う
に

も
、
上
に
あ
が
っ
て
も
岩
に
頭
ぶ
つ

け
る
だ
け
で
、
息
も
で
き
へ
ん
し
、

必
死
こ
い
て
、
岩
の
下
を
抜
け
出
し

て
、
川
面
に
顔
を
出
し
た
の
を
、
よ

う
覚
え
て
い
る
。

魚
は
な
、
ウ
グ
イ
か
ア
メ

ゴ
。
ア
メ
ノ
ウ
オ
か
。

小
さ
い
や
つ
も
お
っ
た
、

ハ
イ
ジ
ャ
コ
、
ハ
イ
ジ
ャ
コ
と
、
わ

し
ら
は
言
っ
て
て
な
、
ア
ブ
ラ
ハ
エ

と
い
う
や
つ
や
。
ム
ツ
と
い
う
魚
も

お
っ
た
。
砂
地
を
這
う
ネ
オ
と
い
う

魚
も
お
っ
た
な
ぁ
。
本
当
の
名
前
は

わ
か
ら
ん
け
ど
、
わ
し
ら
は
、
ネ
オ

と
言
っ
て
た
な
ぁ
。
あ
と
刺
す
や
つ

も
お
っ
た
。
ギ
リ
イ
と
い
う
の
が
。
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図３　ガタロウを封じた石
（右側：大塔神社旧境内）

図１　ガタロウとハイチロウ
（『川上村昔ばなし』挿絵を一部改変）

図２　ガタロウの話を劇にしました
（2007年8月18日　源流人会会員 木下進さん撮影）

ビク

森
と
水
の
源
流
館
で
、「
あ
の
頃
の
夏

休
み
」
と
い
う
企
画
展
が
は
じ
ま
っ

て
い
る
そ
う
な
ぁ
。「
達
ち
ゃ
ん
、

な
ん
か
夏
休
み
の
思
い
出
を
語
っ
て
よ
」
と
、

職
員
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
っ
た
ん
で
、
今

回
は
、
わ
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
の
夏
休
み
の
思

い
出
で
も
語
ろ
う
と
思
う
。
何
度
か
、
こ
の
源

流
学
の
と
こ
ろ
で
も
、
夏
の
思
い
出
を
語
っ
と

る
が
な
。と

い
っ
て
も
な
、
わ
し
ら
の
夏
休
み

と
い
え
ば
、
小
学
生
の
こ
ろ
は
、

学
校
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
毎
日
、

川
へ
行
っ
て
遊
ん
ど
っ
た
け
ど
、
中
学
の
こ
ろ

に
な
っ
た
ら
な
、家
の
用
事
が
済
め
へ
ん
だ
ら
、

遊
ば
れ
へ
ん
だ
。

ま
ず
は
家
の
こ
と
や
。
麦
の
穂
を
臼

で
つ
い
て
実
に
し
た
り
、
畑
仕
事

を
手
伝
っ
た
り
、
た
き
も
の
（
薪
）

を
作
っ
た
り
し
て
、
自
分
ら
の
暮
ら
し
を
支
え

る
た
め
の
重
要
な
戦
力
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
わ
し
の
家
だ
け
と
違
っ
て
、中
学
に
な
る
と
、

ど
こ
の
家
で
も
、
家
の
仕
事
を
し
て
か
ら
、
遊

ぶ
の
が
当
た
り
前
や
っ
た
わ
。
そ
れ
が
終
わ
っ

た
ら
、
川
へ
ま
っ
し
ぐ
ら
や
。

川
と
い
っ
て
も
な
、
こ
れ
も
遊
び
と

違
う
ん
や
ど
ぉ
。
魚
と
っ
た
り
、

ウ
ナ
ギ
獲
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
が
、

今
日
の
晩
ご
飯
の
お
か
ず
と
し
て
、
あ
て
に
さ

れ
て
た
ん
や
。
よ
う
行
っ
た
の
が
不
動
窟
。
柏

木
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
山
道
を
歩
い
て
行
く
と
、

不
動
窟
に
降
り
る
道
が
あ
っ
て
な
、
そ
こ
が
、

わ
し
ら
の
川
遊
び
の
定
番
や
っ
た
。

岩
の
下
の
川
底
を
目
指
し
て
、
ぐ
っ

と
潜
っ
て
い
く
と
、
魚
が
よ
う
お
っ

た
。
や
け
ど
、
不
動
窟
か
ら
出
て

く
る
水
が
、か
げ
ろ
う
み
た
い
に
な
っ
て
時
折
、

ち
く
っ
と
刺
し
や
が
っ
て
、
ほ
ん
ま

痛
か
っ
た
わ
。

大
き
い
の
や
っ
た
ら
30
セ
ン

チ
ぐ
ら
い
の
も
お
っ
た
な
。

40
セ
ン
チ
近
い
の
も
獲
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
み
ん
な
遊
び
と
違

う
ね
ん
。
お
か
ず
を
と
り
に
い
っ
て

い
た
。
い
ま
や
っ
た
ら
、
川
は
危
な

い
と
か
言
わ
れ
る
け
ど
、
わ
し
ら
子

ど
も
の
こ
ろ
は
、
危
な
い
こ
と
も
楽

し
い
こ
と
も
経
験
を
通
じ
て
、
知
っ

と
っ
た
。お

も
ろ
か
っ
た
の
が
、
夜
釣

り
や
。
夜
中
に
釣
り
に
い

く
と
、
魚
は
逃
げ
ず
に
、

寝
と
る
ん
や
。
ウ
ナ
ギ
も
寝
て
て
、

動
け
へ
ん
。
寝
と
る
間
に
、
モ
リ
で

ぶ
す
、ぶ
す
っ
と
つ
い
て
、と
る
か
ら
、

よ
う
獲
れ
た
よ
。「
夜（
よ
）づ
き
」「
夜

（
よ
）づ
き
」と
い
っ
て
、で
も
な
、や
っ

ぱ
り
、
夜
に
川
に
行
く
と
気
持
ち
悪

く
て
な
、
身
の
毛
が
よ
だ
つ
。
わ
し

ら
は
、
川
に
顔
を
向
け
て
魚
、
獲
っ

と
る
け
ど
な
、
後
ろ
は
、
ま
っ
た
く

の
隙
だ
ら
け
や
。
あ
た
り
は
真
っ
暗

や
し
、
な
ん
か
気
持
ち
悪
か
っ
た
け

ど
な
、
そ
れ
で
も
よ
う
獲
れ
る
か
ら
、

み
ん
な
で
行
っ
た
な
ぁ
。
で
も
絶
対
、

ひ
と
り
で
は
い
か
へ
ん
だ
。

獲
っ
た
魚
は
、
竹
で
編
ん
だ

「
ビ
ク
」
に
入
れ
た
。
ビ
ク

は
腰
に
つ
け
て
る
ん
や
け

ど
、
手
を
突
っ
込
ん
で
な
い
と
、
魚
が

逃
げ
る
し
、
獣
が
も
っ
て
い
く
。「
ビ

ク
が
重
た
く
な
っ
た
ら
気
を
つ
け
ろ
」

が
合
言
葉
や
っ
た
。
だ
い
た
い
タ
ヌ
キ

か
、
キ
ツ
ネ
か
な
ん
や
け
ど
、
そ
れ
で
も
周
り

が
暗
い
分
、
怖
か
っ
た
な
ぁ
。

あ
と
川
面
で
は
な
、
松
で
作
っ
た
松

明
を
か
た
っ
ぽ
で
持
っ
と
ら
な
あ

か
ん
か
ら
、
夜
づ
き
に
行
っ
た
次

の
日
は
、
腕
が
痛
く
て
、
た
い
へ
ん
や
っ
た
。

そ
れ
で
も
た
ん
と
う
獲
っ
た
ら
、
お
か
ぁ
も
喜

ん
で
く
れ
る
し
、
獲
る
の
が
お
も
ろ
い
か
ら
、

よ
う
行
っ
た
。

今
の
子
ど
も
ら
は
、
夏
休
み
に
な
っ

て
も
、
学
校
行
っ
た
り
、
塾
行
っ

た
り
、
習
い
事
行
っ
た
り
、
ほ
ん

ま
忙
し
い
。遊
ぶ
と
い
っ
て
も
、遊
園
地
や
プ
ー

ル
と
か
や
。
自
然
の
な
か
で
遊
ぶ
こ
と
は
、
人

間
関
係
や
い
ろ
ん
な
「
学
び
」
が
あ
る
こ
と
や
。

今
回
、
川
の
話
を
し
た
け
ど
、
わ
し
ら
は
、
目

上
の
人
の
や
る
こ
と
を
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
、

自
分
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
あ
か
ん
だ
ら
、

な
ん
で
あ
か
ん
だ
の
か
、
自
分
で
考
え
て
身
に

着
け
て
い
く
も
ん
や
。
今
回
の
源
流
館
の
企
画

展
を
み
て
も
ら
い
な
が
ら
、
い
ろ
ん
な
体
験
を

す
る
夏
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

ウグイ（奥の小さいのがカワムツ）

mori-to-mizu-no-genryu-kan

mori-to-mizu-no-genryu-kan

mori-to-mizu-no-genryu-kan

3mori-to-mizu-no-genryu-kan4

河童退治の民話からみるガタロの存在と住処の考察

第 32 回　源流の主役たち

奥田絵（川上村地域おこし協力隊／関西学院大学社会学研究科研究員）
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　入之波には大迫ダムで移転するまで、神社の境内に河勝様の祠があった。河勝様の信仰は、今でもこの集落に残

る河童退治の民話に由来するものだ。話のあらましはこうだ。いたずら好きなガタロは長殿の河原で通りかかる人

に悪さをしていた。これを見かねた村一番の力持ちのハイチロウは、ガタロを懲らしめようと相撲で勝負し、コテ

ンパンにやっつけた。観念したガタロはハイチロウに悪さをしないから、その代わりに家の軒下にビクを吊り下げ

たら、そのビクにいっぱいの魚を入れておくと言った。ガタロの言う通り、次の日からビクにいっぱいの魚が入っ

た。しかしある日、ある家がビクを吊り下げていた

クイが折れたので、代わりに鹿の角でビクをぶら下

げたら、その日から鹿嫌いなガタロは魚を持って来

なくなった。その代わり、ガタロはハイチロウの子

孫の家に秘伝の薬を置いていった。ハイチロウの子

孫の家の女性のみこの薬を使えるそうで、この薬を

塗るとどんな怪我でもすぐに治ったそうだ。また入

之波では、河童を退治したハイチロウを讃えるため、

集落の神社（大年神社）の境内に碑を建立して河勝

様として祀っていた（奈良県教育委員会事務局文化

財保存課　1968）。しかし、1973 年の大迫ダム建設に

伴って入之波が水没移転した結果、河勝様の碑は神

社の境内から村外へと移されたそうだ（写真 1）。

　この入之波の河童伝説は、現在でもさまざまな逸話が残っている。この民話の語り手の方は、実際に自分の妹が

骨折したが秘伝の薬を塗ってもらうとすぐに怪我が治ったそうだ。また、語り手の方が学校に行く際は、長殿の河

原を通らなければいけなかったので、後ろを振り返らずに走ってこの河原を通ったと話す人もいる。しかし、この

河童退治の民話の語り手が 3人ほどと年々少なくなっている。では、なぜガタロの語り手が少なくなっているのか。

理由の 1つに語り手の高齢化だ。語り手の人によれば、河童退治の民話は山仕事をしている際に、年配の方からよ

く聞かされたと話す。やまいきの間で伝承されてきたものだが、つまりやまいきの数が少なくなってきて、語り手

が進んだことが理由の 1つだと考えられる。しかし、語り手の高齢化だけではない。それはガタロが出現しなくなっ

たことだ。語り手の方々はしばらくガタロを見ていないと口をそろえる。ある人によれば、大迫ダムで水没して以

降と話すが、もっと前からいなくなったと話す人もいる。いずれにしろ、ガタロが消えたことで民話を語り継ぐこ

とができなくなったと考えることもできる。

　ではなぜガタロが出現しなくなったのか。この疑問に対する解答として、高度経済成長期に建設された大迫ダム

の開発がおこなわれることで河童の住処がなくなったと考えることができるだろう。しかし、そもそも妖怪や生き

物にまつわる不思議な民話は、現在ではほとんど語られることがなくなったと言われている。たとえば、日本全国

で残されているキツネに化かされるという話がそうだ。内山節（2007）によれば、キツネに化かされる話は 1965 年

を境に語られなくなっていくそうだ。その理由として、近代化によってこれまでの日本人のものの考え方・見方に

大きな変化が生まれ、キツネに化かされる話がなく

なったと言われている。そもそも日本人は自然の豊

かさを享受しつつ自然を神として信仰して独自の自

然と関係をつくってきた。しかし、高度経済成長期

になると、農山漁村の人が出稼ぎで都会へ行き、

人と自然の関係が変化した。また、テレビなどの

メディアの発達や、高校・大学への進学率の向上、

科学的なものの考え方を身につけることで、人を化

かすキツネは非科学的な現象として扱われるように

なった。つまり、農山漁村の衰退による人と自然と

の関係の変化と、科学的知識の広がりで「キツネに

化かされる」という非科学的な現象を見ることがな

くなったと考えられる。この話を河童に置き換えると、川上村の人が近代化されることで、非科学的な存在のガタ

ロは現れなくなったと言える。

　最後にガタロがなぜ長殿の河原（写真 2）に出現したのかを考えてみたい。長殿の河原は、現在は大迫ダムで水

没して見ることができないが、伯母谷川と吉野川の合流する、広い河原だったそうだ。長殿の河原は誰も住んでお

らず、入之波と大迫、伯母谷の集落に向かう分かれ道があったそうだ。つまり、長殿の河原は大迫・伯母谷・入之

波の集落の境界あたりだったと考えられる。では、集落の境界とはどういう場所なのか。この境界について右の

図 1 を参照しよう。集落は、基本的にⅠの集落が中心に置

かれており、集落から少し外側にⅡの田畑があり、さらに外

側にまきなどの材料になった集落の入会地（注釈）があった

と考えられる。つまり、人が居住する場所は集落の中心地

であり、そこから外に向かうにつれ人里はなれた場所に

なる。

　これを入之波の河童退治の民話で考えると、民家のなかっ

た長殿の河原は大迫・伯母谷・入之波の集落の境界であり、

人が住む集落の中心地から離れた場所であったことが伺え

る。ガタロはなぜ長殿の河原に出現するのかという疑問に戻

れば、集落の中心地から離れた長殿の河原は誰もおらずガタ

ロにとって悪さをしやすい場所であったと言えるだろう。さ

らに言うなれば、長殿の河原は人里離れた危険な場所だから、

通るときは気をつけるようにという教訓を、河童退治の民話

を語り継ぐことで残していたのかもしれない。

写真 1．水没移転後の大年神社

写真 2．長殿の河原付近の現在

図 1．村の領域の模範図
〔福田（1982：38）を参照〕

注釈　入会地とは、村や集落が村落共同体で共有している土地のこと。具体的にはまきや落ち葉を拾う里山や、屋

根の材料となるカヤを刈り取る原野などのことで、共同体に属している人によって共同管理されている。
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河童退治の民話からみるガタロの存在と住処の考察
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　入之波には大迫ダムで移転するまで、神社の境内に河勝様の祠があった。河勝様の信仰は、今でもこの集落に残

る河童退治の民話に由来するものだ。話のあらましはこうだ。いたずら好きなガタロは長殿の河原で通りかかる人

に悪さをしていた。これを見かねた村一番の力持ちのハイチロウは、ガタロを懲らしめようと相撲で勝負し、コテ

ンパンにやっつけた。観念したガタロはハイチロウに悪さをしないから、その代わりに家の軒下にビクを吊り下げ

たら、そのビクにいっぱいの魚を入れておくと言った。ガタロの言う通り、次の日からビクにいっぱいの魚が入っ

た。しかしある日、ある家がビクを吊り下げていた

クイが折れたので、代わりに鹿の角でビクをぶら下

げたら、その日から鹿嫌いなガタロは魚を持って来

なくなった。その代わり、ガタロはハイチロウの子

孫の家に秘伝の薬を置いていった。ハイチロウの子

孫の家の女性のみこの薬を使えるそうで、この薬を

塗るとどんな怪我でもすぐに治ったそうだ。また入

之波では、河童を退治したハイチロウを讃えるため、

集落の神社（大年神社）の境内に碑を建立して河勝

様として祀っていた（奈良県教育委員会事務局文化

財保存課　1968）。しかし、1973 年の大迫ダム建設に

伴って入之波が水没移転した結果、河勝様の碑は神

社の境内から村外へと移されたそうだ（写真 1）。

　この入之波の河童伝説は、現在でもさまざまな逸話が残っている。この民話の語り手の方は、実際に自分の妹が

骨折したが秘伝の薬を塗ってもらうとすぐに怪我が治ったそうだ。また、語り手の方が学校に行く際は、長殿の河

原を通らなければいけなかったので、後ろを振り返らずに走ってこの河原を通ったと話す人もいる。しかし、この

河童退治の民話の語り手が 3人ほどと年々少なくなっている。では、なぜガタロの語り手が少なくなっているのか。

理由の 1つに語り手の高齢化だ。語り手の人によれば、河童退治の民話は山仕事をしている際に、年配の方からよ

く聞かされたと話す。やまいきの間で伝承されてきたものだが、つまりやまいきの数が少なくなってきて、語り手

が進んだことが理由の 1つだと考えられる。しかし、語り手の高齢化だけではない。それはガタロが出現しなくなっ

たことだ。語り手の方々はしばらくガタロを見ていないと口をそろえる。ある人によれば、大迫ダムで水没して以

降と話すが、もっと前からいなくなったと話す人もいる。いずれにしろ、ガタロが消えたことで民話を語り継ぐこ

とができなくなったと考えることもできる。

　ではなぜガタロが出現しなくなったのか。この疑問に対する解答として、高度経済成長期に建設された大迫ダム

の開発がおこなわれることで河童の住処がなくなったと考えることができるだろう。しかし、そもそも妖怪や生き

物にまつわる不思議な民話は、現在ではほとんど語られることがなくなったと言われている。たとえば、日本全国

で残されているキツネに化かされるという話がそうだ。内山節（2007）によれば、キツネに化かされる話は 1965 年

を境に語られなくなっていくそうだ。その理由として、近代化によってこれまでの日本人のものの考え方・見方に

大きな変化が生まれ、キツネに化かされる話がなく

なったと言われている。そもそも日本人は自然の豊

かさを享受しつつ自然を神として信仰して独自の自

然と関係をつくってきた。しかし、高度経済成長期

になると、農山漁村の人が出稼ぎで都会へ行き、

人と自然の関係が変化した。また、テレビなどの

メディアの発達や、高校・大学への進学率の向上、

科学的なものの考え方を身につけることで、人を化

かすキツネは非科学的な現象として扱われるように

なった。つまり、農山漁村の衰退による人と自然と

の関係の変化と、科学的知識の広がりで「キツネに

化かされる」という非科学的な現象を見ることがな

くなったと考えられる。この話を河童に置き換えると、川上村の人が近代化されることで、非科学的な存在のガタ

ロは現れなくなったと言える。

　最後にガタロがなぜ長殿の河原（写真 2）に出現したのかを考えてみたい。長殿の河原は、現在は大迫ダムで水

没して見ることができないが、伯母谷川と吉野川の合流する、広い河原だったそうだ。長殿の河原は誰も住んでお

らず、入之波と大迫、伯母谷の集落に向かう分かれ道があったそうだ。つまり、長殿の河原は大迫・伯母谷・入之

波の集落の境界あたりだったと考えられる。では、集落の境界とはどういう場所なのか。この境界について右の

図 1 を参照しよう。集落は、基本的にⅠの集落が中心に置

かれており、集落から少し外側にⅡの田畑があり、さらに外

側にまきなどの材料になった集落の入会地（注釈）があった

と考えられる。つまり、人が居住する場所は集落の中心地

であり、そこから外に向かうにつれ人里はなれた場所に

なる。

　これを入之波の河童退治の民話で考えると、民家のなかっ

た長殿の河原は大迫・伯母谷・入之波の集落の境界であり、

人が住む集落の中心地から離れた場所であったことが伺え

る。ガタロはなぜ長殿の河原に出現するのかという疑問に戻

れば、集落の中心地から離れた長殿の河原は誰もおらずガタ

ロにとって悪さをしやすい場所であったと言えるだろう。さ

らに言うなれば、長殿の河原は人里離れた危険な場所だから、

通るときは気をつけるようにという教訓を、河童退治の民話

を語り継ぐことで残していたのかもしれない。

写真 1．水没移転後の大年神社

写真 2．長殿の河原付近の現在

図 1．村の領域の模範図
〔福田（1982：38）を参照〕

注釈　入会地とは、村や集落が村落共同体で共有している土地のこと。具体的にはまきや落ち葉を拾う里山や、屋

根の材料となるカヤを刈り取る原野などのことで、共同体に属している人によって共同管理されている。
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吉
野
川
・
紀
の
川
は
、
魚
類
だ
け
で
約

１
０
０
種
類
が
生
息
す
る
豊
か
な
河
川
で
す
。

か
つ
て
は
ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
も
生
息
し
て
お

り
、
さ
ら
に
昔
に
は
河か
っ
ぱ童
も
棲す

ん
で
い
た
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
河
童
の
伝
説
は
全
国
各
地
で
み
ら
れ
ま
す

が
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
呼
び
方
も
あ
り
、

「
猿エ
ン
コ
ウ猴
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水ス
イ
コ虎
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ヒ
ョ
ウ
ス
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川
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法
師
」
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川
太
郎
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マ
ヒ
キ
」
な
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と
も
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ま
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。
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野
川
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川
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域
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「
ガ
タ

ロ
ウ
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と
呼
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、
吉
野
町
・
下
市
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・
黒
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村
・
紀
の
川
市
の
ほ
か
、
川
上
村
入
之
波
地
区

と
支
流
の
中
奥
川
に
い
た
と
さ
れ
ま
す
。

　
入
之
波
地
区
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
、
村
は
ず
れ
の

「
ナ
ガ
ト
の
川
原
」
に
棲
み
、
相
撲
が
好
き
で
、

度
々
村
人
に
い
た
ず
ら
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

力
自
慢
の
ハ
イ
チ
ロ
ウ
さ
ん
に
相
撲
で
負
か
さ

れ
て
か
ら
は
、
魚
を
届
け
た
り
、
薬
の
作
り
方

を
教
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
入

之
波
地
区
で
は
、
ガ
タ
ロ
ウ
が
伝
え
た
と
い
う

薬
が
使
わ
れ
、
ハ
イ
チ
ロ
ウ
さ
ん
は
河
勝
明
神

と
い
う
神
様
と
し
て
神
社
で
祀
ら
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。「
森
と
水
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に
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し
た
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、
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昔
話
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と
に
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て
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を
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と
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あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
中
奥
川
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
、
馬
の
尻
に

吸
い
付
い
つ
い
た
と
い
う
話
（
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尾
地
区
）
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中
奥
川
の
上
流
に
あ
る
大
塔
神
社
の
旧
境
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（
瀬
戸
地
区
）
に
は
ガ
タ
ロ
ウ
を
封
じ
込
め
た

と
い
う
石
が
祀
ら
れ
、
中
奥
川
と
吉
野
川
の
合

流
点
（
白
川
渡
地
区
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に
も
、
ガ
タ
ロ
ウ
を
封

じ
込
め
た
と
い
わ
れ
る
「
ガ
タ
ロ
松
」
が
あ
り

ま
し
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。
入
之
波
地
区
の
ガ
タ
ロ
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と
は
異
な

り
、中
奥
川
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
人
に
危
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を
加
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、

封
じ
込
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
怪
物
と
い
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印

象
を
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け
ま
す
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そ
も
そ
も
河
童
（
ガ
タ
ロ
ウ
）
と
は
何
者
な

の
で
し
ょ
う
か
？

　
河
童
の
正
体
は
、ス
ッ
ポ
ン
や
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、

ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
な
ど
を
誤
認
し
た
も
の
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
河
童
に
ま
つ
わ
る
様
々
な

伝
説
が
生
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
民
俗
学
者

の
柳
田
國
男
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１
８
７
５
〜
１
９
６
２
）
や
折

口
信
夫
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〜
１
９
５
３
）
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、
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田
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一
郎
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９
０
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〜
１
９
６
８
）
が
比

較
民
族
学
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
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ま
す
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
河
童
と
は
水
の
神
が
落
ち
ぶ

れ
た
姿
と
さ
れ
ま
す
。日
本
だ
け
で
な
く
、ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
各
地
に
は
水
中
に
棲
む
神
や
精

霊
・
怪
物
が
、
馬
を
水
中
に
引
き
込
む
伝
承
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あ
り
ま
す
が
、
こ
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は
水
の
神
に
馬
が
供
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
丹
生
川
上
神
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に
馬

が
奉
納
さ
れ
て
い
た
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も
、
そ
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名
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考
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ら
れ
ま
す
。

　
も
し
か
し
た
ら
ガ
タ
ロ
ウ
と
は
、
吉
野
川
源

流
に
丹
生
川
上
神
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が
創
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大
陸
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が
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の
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ま
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。

　
川
遊
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時
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、
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感
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の
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っ
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な
い
と
、
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ガ
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怒
ら
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ま
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も
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。
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吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
三
一
歴
史
に
詳
し
い
職
員
、
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
。

子どもたちに伝えたい「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan2
※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。

魚
が
見
え
へ
ん
よ
う
に
な
っ
た
り
、

そ
の
水
が
冷
た
い
か
ら
、わ
し
ら
は
、

「
冷
水
（
ひ
や
み
ず
）」
と
い
っ
て
、

泳
ぐ
の
も
気
を
つ
け
て
た
な
ぁ
。
な

ん
せ
、岩
の
下
に
潜
っ
て
い
く
か
ら
、

は
よ
、
出
て
こ
な
い
と
息
が
た
り
へ

ん
よ
う
に
な
っ
て
、
息
を
し
よ
う
に

も
、
上
に
あ
が
っ
て
も
岩
に
頭
ぶ
つ

け
る
だ
け
で
、
息
も
で
き
へ
ん
し
、

必
死
こ
い
て
、
岩
の
下
を
抜
け
出
し

て
、
川
面
に
顔
を
出
し
た
の
を
、
よ

う
覚
え
て
い
る
。

魚
は
な
、
ウ
グ
イ
か
ア
メ

ゴ
。
ア
メ
ノ
ウ
オ
か
。

小
さ
い
や
つ
も
お
っ
た
、

ハ
イ
ジ
ャ
コ
、
ハ
イ
ジ
ャ
コ
と
、
わ

し
ら
は
言
っ
て
て
な
、
ア
ブ
ラ
ハ
エ

と
い
う
や
つ
や
。
ム
ツ
と
い
う
魚
も

お
っ
た
。
砂
地
を
這
う
ネ
オ
と
い
う

魚
も
お
っ
た
な
ぁ
。
本
当
の
名
前
は

わ
か
ら
ん
け
ど
、
わ
し
ら
は
、
ネ
オ

と
言
っ
て
た
な
ぁ
。
あ
と
刺
す
や
つ

も
お
っ
た
。
ギ
リ
イ
と
い
う
の
が
。
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図３　ガタロウを封じた石
（右側：大塔神社旧境内）

図１　ガタロウとハイチロウ
（『川上村昔ばなし』挿絵を一部改変）

図２　ガタロウの話を劇にしました
（2007年8月18日　源流人会会員 木下進さん撮影）

ビク

森
と
水
の
源
流
館
で
、「
あ
の
頃
の
夏

休
み
」
と
い
う
企
画
展
が
は
じ
ま
っ

て
い
る
そ
う
な
ぁ
。「
達
ち
ゃ
ん
、

な
ん
か
夏
休
み
の
思
い
出
を
語
っ
て
よ
」
と
、

職
員
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
っ
た
ん
で
、
今

回
は
、
わ
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
の
夏
休
み
の
思

い
出
で
も
語
ろ
う
と
思
う
。
何
度
か
、
こ
の
源

流
学
の
と
こ
ろ
で
も
、
夏
の
思
い
出
を
語
っ
と

る
が
な
。と

い
っ
て
も
な
、
わ
し
ら
の
夏
休
み

と
い
え
ば
、
小
学
生
の
こ
ろ
は
、

学
校
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
毎
日
、

川
へ
行
っ
て
遊
ん
ど
っ
た
け
ど
、
中
学
の
こ
ろ

に
な
っ
た
ら
な
、家
の
用
事
が
済
め
へ
ん
だ
ら
、

遊
ば
れ
へ
ん
だ
。

ま
ず
は
家
の
こ
と
や
。
麦
の
穂
を
臼

で
つ
い
て
実
に
し
た
り
、
畑
仕
事

を
手
伝
っ
た
り
、
た
き
も
の
（
薪
）

を
作
っ
た
り
し
て
、
自
分
ら
の
暮
ら
し
を
支
え

る
た
め
の
重
要
な
戦
力
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
わ
し
の
家
だ
け
と
違
っ
て
、中
学
に
な
る
と
、

ど
こ
の
家
で
も
、
家
の
仕
事
を
し
て
か
ら
、
遊

ぶ
の
が
当
た
り
前
や
っ
た
わ
。
そ
れ
が
終
わ
っ

た
ら
、
川
へ
ま
っ
し
ぐ
ら
や
。

川
と
い
っ
て
も
な
、
こ
れ
も
遊
び
と

違
う
ん
や
ど
ぉ
。
魚
と
っ
た
り
、

ウ
ナ
ギ
獲
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
が
、

今
日
の
晩
ご
飯
の
お
か
ず
と
し
て
、
あ
て
に
さ

れ
て
た
ん
や
。
よ
う
行
っ
た
の
が
不
動
窟
。
柏

木
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
山
道
を
歩
い
て
行
く
と
、

不
動
窟
に
降
り
る
道
が
あ
っ
て
な
、
そ
こ
が
、

わ
し
ら
の
川
遊
び
の
定
番
や
っ
た
。

岩
の
下
の
川
底
を
目
指
し
て
、
ぐ
っ

と
潜
っ
て
い
く
と
、
魚
が
よ
う
お
っ

た
。
や
け
ど
、
不
動
窟
か
ら
出
て

く
る
水
が
、か
げ
ろ
う
み
た
い
に
な
っ
て
時
折
、

ち
く
っ
と
刺
し
や
が
っ
て
、
ほ
ん
ま

痛
か
っ
た
わ
。

大
き
い
の
や
っ
た
ら
30
セ
ン

チ
ぐ
ら
い
の
も
お
っ
た
な
。

40
セ
ン
チ
近
い
の
も
獲
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
み
ん
な
遊
び
と
違

う
ね
ん
。
お
か
ず
を
と
り
に
い
っ
て

い
た
。
い
ま
や
っ
た
ら
、
川
は
危
な

い
と
か
言
わ
れ
る
け
ど
、
わ
し
ら
子

ど
も
の
こ
ろ
は
、
危
な
い
こ
と
も
楽

し
い
こ
と
も
経
験
を
通
じ
て
、
知
っ

と
っ
た
。お

も
ろ
か
っ
た
の
が
、
夜
釣

り
や
。
夜
中
に
釣
り
に
い

く
と
、
魚
は
逃
げ
ず
に
、

寝
と
る
ん
や
。
ウ
ナ
ギ
も
寝
て
て
、

動
け
へ
ん
。
寝
と
る
間
に
、
モ
リ
で

ぶ
す
、ぶ
す
っ
と
つ
い
て
、と
る
か
ら
、

よ
う
獲
れ
た
よ
。「
夜（
よ
）づ
き
」「
夜

（
よ
）づ
き
」と
い
っ
て
、で
も
な
、や
っ

ぱ
り
、
夜
に
川
に
行
く
と
気
持
ち
悪

く
て
な
、
身
の
毛
が
よ
だ
つ
。
わ
し

ら
は
、
川
に
顔
を
向
け
て
魚
、
獲
っ

と
る
け
ど
な
、
後
ろ
は
、
ま
っ
た
く

の
隙
だ
ら
け
や
。
あ
た
り
は
真
っ
暗

や
し
、
な
ん
か
気
持
ち
悪
か
っ
た
け

ど
な
、
そ
れ
で
も
よ
う
獲
れ
る
か
ら
、

み
ん
な
で
行
っ
た
な
ぁ
。
で
も
絶
対
、

ひ
と
り
で
は
い
か
へ
ん
だ
。

獲
っ
た
魚
は
、
竹
で
編
ん
だ

「
ビ
ク
」
に
入
れ
た
。
ビ
ク

は
腰
に
つ
け
て
る
ん
や
け

ど
、
手
を
突
っ
込
ん
で
な
い
と
、
魚
が

逃
げ
る
し
、
獣
が
も
っ
て
い
く
。「
ビ

ク
が
重
た
く
な
っ
た
ら
気
を
つ
け
ろ
」

が
合
言
葉
や
っ
た
。
だ
い
た
い
タ
ヌ
キ

か
、
キ
ツ
ネ
か
な
ん
や
け
ど
、
そ
れ
で
も
周
り

が
暗
い
分
、
怖
か
っ
た
な
ぁ
。

あ
と
川
面
で
は
な
、
松
で
作
っ
た
松

明
を
か
た
っ
ぽ
で
持
っ
と
ら
な
あ

か
ん
か
ら
、
夜
づ
き
に
行
っ
た
次

の
日
は
、
腕
が
痛
く
て
、
た
い
へ
ん
や
っ
た
。

そ
れ
で
も
た
ん
と
う
獲
っ
た
ら
、
お
か
ぁ
も
喜

ん
で
く
れ
る
し
、
獲
る
の
が
お
も
ろ
い
か
ら
、

よ
う
行
っ
た
。

今
の
子
ど
も
ら
は
、
夏
休
み
に
な
っ

て
も
、
学
校
行
っ
た
り
、
塾
行
っ

た
り
、
習
い
事
行
っ
た
り
、
ほ
ん

ま
忙
し
い
。遊
ぶ
と
い
っ
て
も
、遊
園
地
や
プ
ー

ル
と
か
や
。
自
然
の
な
か
で
遊
ぶ
こ
と
は
、
人

間
関
係
や
い
ろ
ん
な
「
学
び
」
が
あ
る
こ
と
や
。

今
回
、
川
の
話
を
し
た
け
ど
、
わ
し
ら
は
、
目

上
の
人
の
や
る
こ
と
を
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
、

自
分
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
あ
か
ん
だ
ら
、

な
ん
で
あ
か
ん
だ
の
か
、
自
分
で
考
え
て
身
に

着
け
て
い
く
も
ん
や
。
今
回
の
源
流
館
の
企
画

展
を
み
て
も
ら
い
な
が
ら
、
い
ろ
ん
な
体
験
を

す
る
夏
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

ウグイ（奥の小さいのがカワムツ）
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河童退治の民話からみるガタロの存在と住処の考察

第 32 回　源流の主役たち

奥田絵（川上村地域おこし協力隊／関西学院大学社会学研究科研究員）
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　入之波には大迫ダムで移転するまで、神社の境内に河勝様の祠があった。河勝様の信仰は、今でもこの集落に残

る河童退治の民話に由来するものだ。話のあらましはこうだ。いたずら好きなガタロは長殿の河原で通りかかる人

に悪さをしていた。これを見かねた村一番の力持ちのハイチロウは、ガタロを懲らしめようと相撲で勝負し、コテ

ンパンにやっつけた。観念したガタロはハイチロウに悪さをしないから、その代わりに家の軒下にビクを吊り下げ

たら、そのビクにいっぱいの魚を入れておくと言った。ガタロの言う通り、次の日からビクにいっぱいの魚が入っ

た。しかしある日、ある家がビクを吊り下げていた

クイが折れたので、代わりに鹿の角でビクをぶら下

げたら、その日から鹿嫌いなガタロは魚を持って来

なくなった。その代わり、ガタロはハイチロウの子

孫の家に秘伝の薬を置いていった。ハイチロウの子

孫の家の女性のみこの薬を使えるそうで、この薬を

塗るとどんな怪我でもすぐに治ったそうだ。また入

之波では、河童を退治したハイチロウを讃えるため、

集落の神社（大年神社）の境内に碑を建立して河勝

様として祀っていた（奈良県教育委員会事務局文化

財保存課　1968）。しかし、1973 年の大迫ダム建設に

伴って入之波が水没移転した結果、河勝様の碑は神

社の境内から村外へと移されたそうだ（写真 1）。

　この入之波の河童伝説は、現在でもさまざまな逸話が残っている。この民話の語り手の方は、実際に自分の妹が

骨折したが秘伝の薬を塗ってもらうとすぐに怪我が治ったそうだ。また、語り手の方が学校に行く際は、長殿の河

原を通らなければいけなかったので、後ろを振り返らずに走ってこの河原を通ったと話す人もいる。しかし、この

河童退治の民話の語り手が 3人ほどと年々少なくなっている。では、なぜガタロの語り手が少なくなっているのか。

理由の 1つに語り手の高齢化だ。語り手の人によれば、河童退治の民話は山仕事をしている際に、年配の方からよ

く聞かされたと話す。やまいきの間で伝承されてきたものだが、つまりやまいきの数が少なくなってきて、語り手

が進んだことが理由の 1つだと考えられる。しかし、語り手の高齢化だけではない。それはガタロが出現しなくなっ

たことだ。語り手の方々はしばらくガタロを見ていないと口をそろえる。ある人によれば、大迫ダムで水没して以

降と話すが、もっと前からいなくなったと話す人もいる。いずれにしろ、ガタロが消えたことで民話を語り継ぐこ

とができなくなったと考えることもできる。

　ではなぜガタロが出現しなくなったのか。この疑問に対する解答として、高度経済成長期に建設された大迫ダム

の開発がおこなわれることで河童の住処がなくなったと考えることができるだろう。しかし、そもそも妖怪や生き

物にまつわる不思議な民話は、現在ではほとんど語られることがなくなったと言われている。たとえば、日本全国

で残されているキツネに化かされるという話がそうだ。内山節（2007）によれば、キツネに化かされる話は 1965 年

を境に語られなくなっていくそうだ。その理由として、近代化によってこれまでの日本人のものの考え方・見方に

大きな変化が生まれ、キツネに化かされる話がなく

なったと言われている。そもそも日本人は自然の豊

かさを享受しつつ自然を神として信仰して独自の自

然と関係をつくってきた。しかし、高度経済成長期

になると、農山漁村の人が出稼ぎで都会へ行き、

人と自然の関係が変化した。また、テレビなどの

メディアの発達や、高校・大学への進学率の向上、

科学的なものの考え方を身につけることで、人を化

かすキツネは非科学的な現象として扱われるように

なった。つまり、農山漁村の衰退による人と自然と

の関係の変化と、科学的知識の広がりで「キツネに

化かされる」という非科学的な現象を見ることがな

くなったと考えられる。この話を河童に置き換えると、川上村の人が近代化されることで、非科学的な存在のガタ

ロは現れなくなったと言える。

　最後にガタロがなぜ長殿の河原（写真 2）に出現したのかを考えてみたい。長殿の河原は、現在は大迫ダムで水

没して見ることができないが、伯母谷川と吉野川の合流する、広い河原だったそうだ。長殿の河原は誰も住んでお

らず、入之波と大迫、伯母谷の集落に向かう分かれ道があったそうだ。つまり、長殿の河原は大迫・伯母谷・入之

波の集落の境界あたりだったと考えられる。では、集落の境界とはどういう場所なのか。この境界について右の

図 1 を参照しよう。集落は、基本的にⅠの集落が中心に置

かれており、集落から少し外側にⅡの田畑があり、さらに外

側にまきなどの材料になった集落の入会地（注釈）があった

と考えられる。つまり、人が居住する場所は集落の中心地

であり、そこから外に向かうにつれ人里はなれた場所に

なる。

　これを入之波の河童退治の民話で考えると、民家のなかっ

た長殿の河原は大迫・伯母谷・入之波の集落の境界であり、

人が住む集落の中心地から離れた場所であったことが伺え

る。ガタロはなぜ長殿の河原に出現するのかという疑問に戻

れば、集落の中心地から離れた長殿の河原は誰もおらずガタ

ロにとって悪さをしやすい場所であったと言えるだろう。さ

らに言うなれば、長殿の河原は人里離れた危険な場所だから、

通るときは気をつけるようにという教訓を、河童退治の民話

を語り継ぐことで残していたのかもしれない。

写真 1．水没移転後の大年神社

写真 2．長殿の河原付近の現在

図 1．村の領域の模範図
〔福田（1982：38）を参照〕

注釈　入会地とは、村や集落が村落共同体で共有している土地のこと。具体的にはまきや落ち葉を拾う里山や、屋

根の材料となるカヤを刈り取る原野などのことで、共同体に属している人によって共同管理されている。
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吉
野
川
・
紀
の
川
は
、
魚
類
だ
け
で
約

１
０
０
種
類
が
生
息
す
る
豊
か
な
河
川
で
す
。

か
つ
て
は
ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
も
生
息
し
て
お

り
、
さ
ら
に
昔
に
は
河か
っ
ぱ童
も
棲す

ん
で
い
た
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
河
童
の
伝
説
は
全
国
各
地
で
み
ら
れ
ま
す

が
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
呼
び
方
も
あ
り
、

「
猿エ
ン
コ
ウ猴
」「
水ス
イ
コ虎
」「
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
」「
川
小
法
師
」

「
川
太
郎
」「
コ
マ
ヒ
キ
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
吉
野
川
・
紀
の
川
流
域
で
は
「
ガ
タ

ロ
ウ
」
と
呼
ば
れ
、
吉
野
町
・
下
市
町
・
黒
滝

村
・
紀
の
川
市
の
ほ
か
、
川
上
村
入
之
波
地
区

と
支
流
の
中
奥
川
に
い
た
と
さ
れ
ま
す
。

　
入
之
波
地
区
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
、
村
は
ず
れ
の

「
ナ
ガ
ト
の
川
原
」
に
棲
み
、
相
撲
が
好
き
で
、

度
々
村
人
に
い
た
ず
ら
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

力
自
慢
の
ハ
イ
チ
ロ
ウ
さ
ん
に
相
撲
で
負
か
さ

れ
て
か
ら
は
、
魚
を
届
け
た
り
、
薬
の
作
り
方

を
教
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
入

之
波
地
区
で
は
、
ガ
タ
ロ
ウ
が
伝
え
た
と
い
う

薬
が
使
わ
れ
、
ハ
イ
チ
ロ
ウ
さ
ん
は
河
勝
明
神

と
い
う
神
様
と
し
て
神
社
で
祀
ら
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。「
森
と
水
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に

参
加
し
た
子
供
た
ち
と
、
こ
の
昔
話
も
と
に
し

て
劇
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
中
奥
川
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
、
馬
の
尻
に

吸
い
付
い
つ
い
た
と
い
う
話
（
枌
尾
地
区
）
や

中
奥
川
の
上
流
に
あ
る
大
塔
神
社
の
旧
境
内

（
瀬
戸
地
区
）
に
は
ガ
タ
ロ
ウ
を
封
じ
込
め
た

と
い
う
石
が
祀
ら
れ
、
中
奥
川
と
吉
野
川
の
合

流
点
（
白
川
渡
地
区
）
に
も
、
ガ
タ
ロ
ウ
を
封

じ
込
め
た
と
い
わ
れ
る
「
ガ
タ
ロ
松
」
が
あ
り

ま
し
た
。
入
之
波
地
区
の
ガ
タ
ロ
ウ
と
は
異
な

り
、中
奥
川
の
ガ
タ
ロ
ウ
は
人
に
危
害
を
加
え
、

封
じ
込
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
怪
物
と
い
う
印

象
を
受
け
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
河
童
（
ガ
タ
ロ
ウ
）
と
は
何
者
な

の
で
し
ょ
う
か
？

　
河
童
の
正
体
は
、ス
ッ
ポ
ン
や
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、

ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
な
ど
を
誤
認
し
た
も
の
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
河
童
に
ま
つ
わ
る
様
々
な

伝
説
が
生
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
民
俗
学
者

の
柳
田
國
男
（
１
８
７
５
〜
１
９
６
２
）
や
折

口
信
夫
（
１
８
８
７
〜
１
９
５
３
）
の
ほ
か
、

石
田
英
一
郎
（
１
９
０
３
〜
１
９
６
８
）
が
比

較
民
族
学
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
河
童
と
は
水
の
神
が
落
ち
ぶ

れ
た
姿
と
さ
れ
ま
す
。日
本
だ
け
で
な
く
、ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
各
地
に
は
水
中
に
棲
む
神
や
精

霊
・
怪
物
が
、
馬
を
水
中
に
引
き
込
む
伝
承
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
水
の
神
に
馬
が
供
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
丹
生
川
上
神
社
に
馬

が
奉
納
さ
れ
て
い
た
の
も
、
そ
の
名
残
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
も
し
か
し
た
ら
ガ
タ
ロ
ウ
と
は
、
吉
野
川
源

流
に
丹
生
川
上
神
社
が
創
祀
さ
れ
た
と
き
に
、

大
陸
由
来
の
「
水
の
神
と
は
こ
う
い
う
も
の
」

と
い
う
知
識
が
伝
わ
り
、
形
を
変
え
な
が
ら
語

り
伝
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
川
遊
び
の
時
に
は
、
川
や
水
に
感
謝
の
気
持

ち
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
水
の
神
ガ
タ
ロ
ウ
を

怒
ら
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
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吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
三
一
歴
史
に
詳
し
い
職
員
、
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
。

子どもたちに伝えたい「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan2
※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。

魚
が
見
え
へ
ん
よ
う
に
な
っ
た
り
、

そ
の
水
が
冷
た
い
か
ら
、わ
し
ら
は
、

「
冷
水
（
ひ
や
み
ず
）」
と
い
っ
て
、

泳
ぐ
の
も
気
を
つ
け
て
た
な
ぁ
。
な

ん
せ
、岩
の
下
に
潜
っ
て
い
く
か
ら
、

は
よ
、
出
て
こ
な
い
と
息
が
た
り
へ

ん
よ
う
に
な
っ
て
、
息
を
し
よ
う
に

も
、
上
に
あ
が
っ
て
も
岩
に
頭
ぶ
つ

け
る
だ
け
で
、
息
も
で
き
へ
ん
し
、

必
死
こ
い
て
、
岩
の
下
を
抜
け
出
し

て
、
川
面
に
顔
を
出
し
た
の
を
、
よ

う
覚
え
て
い
る
。

魚
は
な
、
ウ
グ
イ
か
ア
メ

ゴ
。
ア
メ
ノ
ウ
オ
か
。

小
さ
い
や
つ
も
お
っ
た
、

ハ
イ
ジ
ャ
コ
、
ハ
イ
ジ
ャ
コ
と
、
わ

し
ら
は
言
っ
て
て
な
、
ア
ブ
ラ
ハ
エ

と
い
う
や
つ
や
。
ム
ツ
と
い
う
魚
も

お
っ
た
。
砂
地
を
這
う
ネ
オ
と
い
う

魚
も
お
っ
た
な
ぁ
。
本
当
の
名
前
は

わ
か
ら
ん
け
ど
、
わ
し
ら
は
、
ネ
オ

と
言
っ
て
た
な
ぁ
。
あ
と
刺
す
や
つ

も
お
っ
た
。
ギ
リ
イ
と
い
う
の
が
。

52

図３　ガタロウを封じた石
（右側：大塔神社旧境内）

図１　ガタロウとハイチロウ
（『川上村昔ばなし』挿絵を一部改変）

図２　ガタロウの話を劇にしました
（2007年8月18日　源流人会会員 木下進さん撮影）

ビク

森
と
水
の
源
流
館
で
、「
あ
の
頃
の
夏

休
み
」
と
い
う
企
画
展
が
は
じ
ま
っ

て
い
る
そ
う
な
ぁ
。「
達
ち
ゃ
ん
、

な
ん
か
夏
休
み
の
思
い
出
を
語
っ
て
よ
」
と
、

職
員
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
っ
た
ん
で
、
今

回
は
、
わ
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
の
夏
休
み
の
思

い
出
で
も
語
ろ
う
と
思
う
。
何
度
か
、
こ
の
源

流
学
の
と
こ
ろ
で
も
、
夏
の
思
い
出
を
語
っ
と

る
が
な
。と

い
っ
て
も
な
、
わ
し
ら
の
夏
休
み

と
い
え
ば
、
小
学
生
の
こ
ろ
は
、

学
校
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
毎
日
、

川
へ
行
っ
て
遊
ん
ど
っ
た
け
ど
、
中
学
の
こ
ろ

に
な
っ
た
ら
な
、家
の
用
事
が
済
め
へ
ん
だ
ら
、

遊
ば
れ
へ
ん
だ
。

ま
ず
は
家
の
こ
と
や
。
麦
の
穂
を
臼

で
つ
い
て
実
に
し
た
り
、
畑
仕
事

を
手
伝
っ
た
り
、
た
き
も
の
（
薪
）

を
作
っ
た
り
し
て
、
自
分
ら
の
暮
ら
し
を
支
え

る
た
め
の
重
要
な
戦
力
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
わ
し
の
家
だ
け
と
違
っ
て
、中
学
に
な
る
と
、

ど
こ
の
家
で
も
、
家
の
仕
事
を
し
て
か
ら
、
遊

ぶ
の
が
当
た
り
前
や
っ
た
わ
。
そ
れ
が
終
わ
っ

た
ら
、
川
へ
ま
っ
し
ぐ
ら
や
。

川
と
い
っ
て
も
な
、
こ
れ
も
遊
び
と

違
う
ん
や
ど
ぉ
。
魚
と
っ
た
り
、

ウ
ナ
ギ
獲
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
が
、

今
日
の
晩
ご
飯
の
お
か
ず
と
し
て
、
あ
て
に
さ

れ
て
た
ん
や
。
よ
う
行
っ
た
の
が
不
動
窟
。
柏

木
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
山
道
を
歩
い
て
行
く
と
、

不
動
窟
に
降
り
る
道
が
あ
っ
て
な
、
そ
こ
が
、

わ
し
ら
の
川
遊
び
の
定
番
や
っ
た
。

岩
の
下
の
川
底
を
目
指
し
て
、
ぐ
っ

と
潜
っ
て
い
く
と
、
魚
が
よ
う
お
っ

た
。
や
け
ど
、
不
動
窟
か
ら
出
て

く
る
水
が
、か
げ
ろ
う
み
た
い
に
な
っ
て
時
折
、

ち
く
っ
と
刺
し
や
が
っ
て
、
ほ
ん
ま

痛
か
っ
た
わ
。

大
き
い
の
や
っ
た
ら
30
セ
ン

チ
ぐ
ら
い
の
も
お
っ
た
な
。

40
セ
ン
チ
近
い
の
も
獲
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
み
ん
な
遊
び
と
違

う
ね
ん
。
お
か
ず
を
と
り
に
い
っ
て

い
た
。
い
ま
や
っ
た
ら
、
川
は
危
な

い
と
か
言
わ
れ
る
け
ど
、
わ
し
ら
子

ど
も
の
こ
ろ
は
、
危
な
い
こ
と
も
楽

し
い
こ
と
も
経
験
を
通
じ
て
、
知
っ

と
っ
た
。お

も
ろ
か
っ
た
の
が
、
夜
釣

り
や
。
夜
中
に
釣
り
に
い

く
と
、
魚
は
逃
げ
ず
に
、

寝
と
る
ん
や
。
ウ
ナ
ギ
も
寝
て
て
、

動
け
へ
ん
。
寝
と
る
間
に
、
モ
リ
で

ぶ
す
、ぶ
す
っ
と
つ
い
て
、と
る
か
ら
、

よ
う
獲
れ
た
よ
。「
夜（
よ
）づ
き
」「
夜

（
よ
）づ
き
」と
い
っ
て
、で
も
な
、や
っ

ぱ
り
、
夜
に
川
に
行
く
と
気
持
ち
悪

く
て
な
、
身
の
毛
が
よ
だ
つ
。
わ
し

ら
は
、
川
に
顔
を
向
け
て
魚
、
獲
っ

と
る
け
ど
な
、
後
ろ
は
、
ま
っ
た
く

の
隙
だ
ら
け
や
。
あ
た
り
は
真
っ
暗

や
し
、
な
ん
か
気
持
ち
悪
か
っ
た
け

ど
な
、
そ
れ
で
も
よ
う
獲
れ
る
か
ら
、

み
ん
な
で
行
っ
た
な
ぁ
。
で
も
絶
対
、

ひ
と
り
で
は
い
か
へ
ん
だ
。

獲
っ
た
魚
は
、
竹
で
編
ん
だ

「
ビ
ク
」
に
入
れ
た
。
ビ
ク

は
腰
に
つ
け
て
る
ん
や
け

ど
、
手
を
突
っ
込
ん
で
な
い
と
、
魚
が

逃
げ
る
し
、
獣
が
も
っ
て
い
く
。「
ビ

ク
が
重
た
く
な
っ
た
ら
気
を
つ
け
ろ
」

が
合
言
葉
や
っ
た
。
だ
い
た
い
タ
ヌ
キ

か
、
キ
ツ
ネ
か
な
ん
や
け
ど
、
そ
れ
で
も
周
り

が
暗
い
分
、
怖
か
っ
た
な
ぁ
。

あ
と
川
面
で
は
な
、
松
で
作
っ
た
松

明
を
か
た
っ
ぽ
で
持
っ
と
ら
な
あ

か
ん
か
ら
、
夜
づ
き
に
行
っ
た
次

の
日
は
、
腕
が
痛
く
て
、
た
い
へ
ん
や
っ
た
。

そ
れ
で
も
た
ん
と
う
獲
っ
た
ら
、
お
か
ぁ
も
喜

ん
で
く
れ
る
し
、
獲
る
の
が
お
も
ろ
い
か
ら
、

よ
う
行
っ
た
。

今
の
子
ど
も
ら
は
、
夏
休
み
に
な
っ

て
も
、
学
校
行
っ
た
り
、
塾
行
っ

た
り
、
習
い
事
行
っ
た
り
、
ほ
ん

ま
忙
し
い
。遊
ぶ
と
い
っ
て
も
、遊
園
地
や
プ
ー

ル
と
か
や
。
自
然
の
な
か
で
遊
ぶ
こ
と
は
、
人

間
関
係
や
い
ろ
ん
な
「
学
び
」
が
あ
る
こ
と
や
。

今
回
、
川
の
話
を
し
た
け
ど
、
わ
し
ら
は
、
目

上
の
人
の
や
る
こ
と
を
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
、

自
分
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
あ
か
ん
だ
ら
、

な
ん
で
あ
か
ん
だ
の
か
、
自
分
で
考
え
て
身
に

着
け
て
い
く
も
ん
や
。
今
回
の
源
流
館
の
企
画

展
を
み
て
も
ら
い
な
が
ら
、
い
ろ
ん
な
体
験
を

す
る
夏
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

ウグイ（奥の小さいのがカワムツ）
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公
益
財
団
法
人

　
吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　
忠
大

事
務
局
長

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
に

ご
注
意
を

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
ににに

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意
をををををを

実
は
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
は
企
画

展
ス
タ
ー
ト
の
1
週
間
前
で
す
。「
振
り
返
る

に
は
、
ま
だ
早
い
！
」
ま
し
て
や
タ
ネ
ア
カ
シ

を
す
る
前
に
、
楽
し
い
企
画
展
の
準
備
に
没
頭

し
ろ
と
お
叱
り
を
い
た
だ
き
そ
う
で
す
が
。
森

と
水
の
源
流
館
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
取
組
み
に

は
、
実
は
そ
ん
な
お
も
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
い
て
、
ご
覧
い

た
だ
く
に
は
、
よ
い
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。
い

ま
こ
こ
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ
れ
の
「
あ
の

頃
」
を
お
伝
え
で
き
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
。

「
今
年
の
夏
は
、
胸
ま
で
熱
い
！
不
思
議
な
、

不
思
議
な
夏
で
す
♪
」
…
ご
存
知
で
す
か
？
懐

か
し
の
歌
謡
曲
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ズ
の
『
暑
中

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
』
で
書
き
始
め
て
み

ま
し
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
夏
、
森
と
水
の
源

流
館
が
い
つ
も
に
も
増
し
て
力
を
入
れ
て
取
組

む
企
画
展
「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」
が
6
月
末

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
こ
の
企
画
展
と

関
連
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
後
の
ペ
ー
ジ
で

触
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
少
し
「
お
も
い
」
を

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

昨
年
度
か
ら
森
と
水
の
源
流
館
に
加
わ
っ
た

ス
タ
ッ
フ
古
山
暁
（38）
。
彼
は
昆
虫
が
専
門
で
、

観
察
会
の
実
施
や
、
外
来
昆
虫
に
よ
る
地
域
環

境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
啓
発
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
あ
る
日
、
彼
の
席
の
後
ろ
を
私
が
す
り

抜
け
た
時
に
懐
か
し
い
匂
い
が
し
ま
し
た
。
小

学
生
の
頃
に
夏
休
み
が
近
づ
く
と
、
近
く
の
文

具
屋
な
ど
に
置
い
て
あ
っ
た
「
昆
虫
採
集
セ
ッ

ト
」。
そ
こ
に
入
っ
て
い
た
鮮
や
か
な
緑
色
と

赤
色
の
液
体
の
ボ
ト
ル
。
あ
の
匂
い
で
し
た
。

断
っ
て
お
き
ま
す
が
、
彼
と
そ
の
液
体
と
は
何

の
関
係
も
な
く
、
私
の
勝
手
な
幻
想
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
ん
な
話
か
ら
、
ス
タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ

れ
に
、
懐
か
し
い
「
あ
の
頃
」
の
話
が
湧
き
出

て
き
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
担
当
は
古
山
が

担
っ
て
い
ま
す
。
昨
秋
か
ら
一
生
懸
命
に
お
も

い
を
語
り
、
呼
び
か
け
て
、
モ
ノ
集
め
に
も
取

り
組
み
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
ん
な
彼
を
見
て
い

る
と
、
あ
る
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。「
17

年
前
の
開
館
の
頃
に
は
、
慣
れ
な
い
ス
タ
ッ
フ

が
一
丸
と
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
に

体
当
た
り
し
て
い
た
っ
け
。
い
ま
は
ど
う
だ
ろ

う
？
」
決
し
て
手
を
抜
い
て
い
る
訳
で
は
な
い

の
で
す
が
、
慣
れ
に
任
せ
て
仕
事
を
こ
な
し
て

い
る
毎
日
で
は
な
い
か
？
　
し
か
も
、
担
当
ス

タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ゴ
ー
ル
を

決
め
て
い
る
の
で
、
み
ん
な
で
ゴ
ー
ル
の
テ
ー

プ
を
切
る
よ
う
な
感
覚
が
久
し
く
な
か
っ
た
の

で
は
と
気
づ
き
ま
し
た
。「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
ス
タ
ッ
フ
全
員
が

乗
っ
か
り
、
今
年
の
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
源
流
館
が
オ
ー
プ
ン
し

た
「
あ
の
頃
」
の
感
覚
も
大
切
な
要
素
で
す
。

こ
れ
も
古
山
が
発
し
た
言
葉
で
す
。「
村
の
人

を
は
じ
め
、い
ろ
い
ろ
な
人
の
か
か
わ
る
〝
余
白
〞

を
大
事
に
し
た
い
。
企
画
展
終
了
後
に
も
、
継
続

す
る
事
業
が
残
る
よ
う
な
〝
余
韻
〞
の
あ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
し
た
い
」
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中

で
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
私
は
も
う
ひ
と
つ
、

文
字
は
異
な
り
ま
す
が
「
予
告
」
を
加
え
ま
し
た
。

毎
年
、
何
を
し
て
も
「
準
備
不
足
と
予
告
不
足
」

が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
す
。
い
く
ら
意
味
の
あ
る

催
し
を
開
い
て
も
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
、
適
切

な
時
期
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
い
つ
も

思
っ
て
い
ま
す
。
な
の
で
今
回
は
、
告
知
、
つ
ま

り
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
づ
く
り
に
も
こ
だ
わ
り
ま

し
た
。「
告
知
の
段
階
か
ら
催
し
は
始
ま
っ
て
い

る
！
　
そ
れ
ぐ
ら
い
に
告
知
に
は
大
き
な
意
味
が

あ
る
」
広
告
業
界
で
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
私
が
社

会
人
デ
ビ
ュ
ー
を
し
た
「
あ
の
頃
」
に
教
え
ら
れ

た
モ
ッ
ト
ー
で
す
。

あ
る
日
、
あ
の
頃
の
匂
い
が
し
た
。

み
ん
な
で
盛
り
上
げ
よ
う
。

予
告
と
余
白
と
余
韻
を
も
っ
て
。

と
に
か
く
、
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

川上村の村井商店に今も残っていた「昆虫採集セット」
ポスターでは、モノクロ写真に液体のボトルだけを着
色しました。黒沢明監督の映画『天国と地獄』をイメー
ジして－
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ここにもコケが！

ニワツノゴケ オオミゴケ

写真 4　発見された卵

写真 1　胸部 写真 2　側面 写真 3　背面

ミヤマハイゴケ

〈
観
察
し
た
コ
ケ
植
物
〉

（
蘚
類
）ナ
ミ
ガ
タ
タ
チ
ゴ
ケ
、ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ
、

ハ
リ
ガ
ネ
ゴ
ケ
、
コ
ツ
ボ
ゴ
ケ
、
コ
バ
ノ
チ
ョ

ウ
チ
ン
ゴ
ケ
、
カ
ラ
フ
ト
キ
ン
モ
ウ
ゴ
ケ
、
オ

オ
ミ
ゴ
ケ
、
サ
ヤ
ゴ
ケ
、
ヒ
ジ
キ
ゴ
ケ
、
ノ
ミ

ハ
ニ
ワ
ゴ
ケ
、
ネ
ズ
ミ
ノ
オ
ゴ
ケ
、
ヤ
ノ
ネ
ゴ

ケ
、
ケ
カ
ガ
ミ
ゴ
ケ
、
コ
ク
シ
ノ
ハ
ゴ
ケ
、
ミ

ヤ
マ
ハ
イ
ゴ
ケ
（
苔
類
）
フ
ル
ノ
コ
ゴ
ケ
、
ジ

ン
ガ
サ
ゴ
ケ
（
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
）
ニ
ワ
ツ
ノ
ゴ
ケ

　
昨
年
10
月
に
吉
野
町
で
外
来
昆
虫
の
ム
ネ
ア

カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
（
写
真
1
，
2
，
3
）

を
確
認
し
ま
し
た
。
人
に
は
危
害
を
及
ぼ
さ
な

い
の
で
す
が
、
在
来
種
で
あ
る
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ

キ
リ
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
報
告
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

の
侵
入
経
路
は
、
東
京
都
多
摩
動
物
公
園
と
神

奈
川
県
立
生
命
の
星
・
地
球
博
物
館
の
調
査
に

よ
り
、
中
国
産
の
竹
ぼ
う
き
に
卵
鞘
が
付
着
し

て
日
本
国
内
に
侵
入
し
て
き
た
事
が
判
明
し
ま

し
た
。
奈
良
県
に
お
い
て
も
、
量
販
店
で
販
売

さ
れ
て
い
る
中
国
産
竹
ぼ
う
き
か
ら
ム
ネ
ア
カ

ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
の
卵
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。（
写
真
4
）

　
安
価
な
中
国
産
竹

ぼ
う
き
は
、
短
期
的

に
み
る
と
使
い
勝
手

の
良
い
製
品
で
す
。

使
用
頻
度
の
低
い
一

般
家
庭
に
お
い
て

は
、
値
の
張
る
国
産

品
を
使
う
よ
り
安
価
な
中
国
産
竹
ぼ
う
き
を
使

う
こ
と
は
経
済
的
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
こ
に
落
と
し
穴
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
せ
ん

か
？

　
里
山
に
は
色
々
な
環
境
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

生
活
に
必
要
な
糧
を
得
て
日
本
人
は
生
活
し
て

き
ま
し
た
。
自
然
に
あ

る
物
を
利
用
し
、
自
然

と
共
存
し
て
き
た
生
活

様
式
か
ら
、
大
量
生
産
・

大
量
消
費
の
生
活
様
式

に
変
化
し
た
弊
害
の
一

端
を
ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ

ロ
カ
マ
キ
リ
は
示
し
て

い
ま
す
。

　
里
と
い
う
字
に
は

「
人
の
生
活
」
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま
す
。
人

の
生
活
の
あ
る
山
な
の

で
「
里
山
」
と
呼
ば
れ
、

利
用
す
る
た
め
に
木
を

生
や
す
か
ら
「
林
」
と

い
う
言
葉
が
つ
い
た

「
里
山
林
」
と
い
う
言

葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

竹
林
も
里
山
林
の
構
成

要
素
の
一
つ
で
す
。
食

料
や
道
具
の
材
料
と
し

て
利
用
さ
れ
て
き
た
竹

で
す
が
、
近
年
は
里
山
林
の
荒
廃
と
と
も
に
放

棄
竹
林
が
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
里
山
林
の
管
理
の
過
程
で
生
じ
た
間
伐
材
を

利
用
し
た
製
品
の
中
に
竹
ぼ
う
き
が
あ
り
ま
し

た
。
木
工
製
品
は
手
間
と
コ
ス
ト
が
か
か
る
た

め
、
安
価
な
大
量
生
産
品
の
台
頭
に
よ
り
敬
遠

さ
れ
、
衰
退
し
て
い
ま
す
。
木
工
製
品
の
良
さ

を
環
境
問
題
を
含
め
て
見
直
し
て
み
る
機
会
を

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
は
与
え
て
く
れ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

5
月
7
日
に
吉
野
山
に
て
16
名
の
参
加
者

で
開
催
し
ま
し
た
。
昨
年
ま
で
は
駅
周
辺
で
行

い
ま
し
た
が
、今
年
は
山
上
で
開
催
し
ま
し
た
。

講
師
の
道
盛
正
樹
さ
ん
（
大
阪
自
然
史
セ
ン

タ
ー
）
と
木
村
が
、
当
地
で
み
ら
れ
る
コ
ケ
を

探
し
な
が
ら
、
み
ん
な
で
観
察
し
ま
し
た
。
奈

良
県
で
は
古
い
石
垣
に
特
異
的
に
生
育
す
る
奈

良
県
の
絶
滅
危
惧
種
の
ミ
ヤ
マ
ハ
イ
ゴ
ケ
や
希

少
な
オ
オ
ミ
ゴ
ケ
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
植
物
学
者
で
も
あ
ま
り
見
た
人
が
い

な
い
ニ
ワ
ツ
ノ
ゴ
ケ
も
じ
っ
く
り
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

ミヤマハイゴケ

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30年度、225,571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。

発行日：令和元年7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：企画展「あの頃の夏休み」画像

源流のひとしずく源流のひとしずく 夏　第45号夏　第45号

　
今
年
の
企
画
展
は
色
々
な
挑
戦
や
実
験
の
要

素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
昆
虫
担

当
が
民
俗
学
的
な
展
示
を
作
製
す
る
こ
と
が
挑

戦
で
す
。
し
か
し
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
い
と
前

に
進
め
な
い
。き
っ
か
け
は
些
細
な
事
で
し
た
。

し
か
し
、
投
げ
ら
れ
た
石
が
作
り
出
す
波
紋
は

徐
々
に
広
が
り
、
や
が
て
大
き
な
波
に
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
ビ
ッ
グ
ウ
エ
ー
ブ
に
乗
る

し
か
な
い
！
そ
う
思
い
、
自
分
に
で
き
る
こ
と

か
ら
始
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
企
画
展
を
構
成
す
る
に
あ
た
り
、
に
自
分
の

専
門
分
野
と
「
あ
の
頃
」
を
つ
な
げ
る
も
の
は

何
か
を
探
し
て
み
ま
し
た
。
そ
う
し
て
思
い
出

し
た
こ
と
が
、「
遊
び
」
で
し
た
。
自
然
に
ふ

れ
る
遊
び
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
今
の
自
分
が

あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
昔
遊
び
を
掘
り
下
げ
て

い
け
ば
何
か
見
つ
か
る
か
も
？
と
思
い
、
遊
び

道
具
を
調
べ
て
い
き
ま
し
た
。

　
遊
び
道
具
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
遊
び
に

は
伝
承
が
あ
る
こ
と
、
世
代
を
超
え
て
遊
べ
る

こ
と
、
知
恵
や
工
夫
が
必
要
な
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
源
流
館
の
取
り

組
み
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
他
施
設
に

は
で
き
な
い
源
流
館
ら
し
い
展
示
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
E
S
D
の
視
点
で
「
あ

の
頃
」
を
振
り
返
れ
ば
、
持
続
可
能
な
社
会
を

つ
く
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
が
3
階

（
開
催
中
〜
９
／
30
）

（
開
催
中
〜
９
／／
30
）

（
開
催
中
〜
９
／
30
）
作
製
秘
話
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フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
コ
ー
ナ
ー
に
設
置
し
た
「
源

流
学
の
視
点
か
ら
」「
木
づ
か
い
」「
温
故
知
新
」

の
３
枚
の
パ
ネ
ル
で
す
。

　
企
画
展
構
成
を
考
え
始
め
た
当
初
、
企
画
展

は
一
カ
所
に
ま
と
め
て
展
示
物
や
パ
ネ
ル
を
設

置
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
ど
こ
に

設
置
を
す
れ
ば
意
図
が
伝
わ
り
や
す
い
か
、
常

設
展
示
を
見
な
が
ら
動
物
園
の
ク
マ
の
よ
う
に

館
内
を
ウ
ロ
ウ
ロ
歩
い
て
い
ま
し
た
。
館
内
を

３
周
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
で
、
村
民
さ
ん
か
ら

「
あ
の
頃
」
を
聞
き
、
村
の
暮
ら
し
や
文
化
を

紹
介
し
て
い
け
ば
、
森
と
水
と
と
も
に
生
き
て

き
た
川
上
村
の
魅
力
の
発
信
に
も
つ
な
が
る
と

思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
源

流
館
全
体
を
使
い
、常
設
展
示
か
ら
「
あ
の
頃
」

を
引
き
出
せ
る
よ
う
に
企
画
展
を
構
成
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　
展
示
を
作
製
す
る
に
あ
た
り
、展
示
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
考
え
ま
し
た
。
天
明
の
家
で
「
家
族
の

だ
ん
ら
ん
」、交
流
広
場
で
「
町
角
遊
び
」、フ
ィ
ー

ル
ド
を
め
ぐ
る
で
「
野
外
遊
び
」、
フ
ィ
ー
ル
ド

体
験
コ
ー
ナ
ー
で
「
体
験
に
基
づ
い
た
暮
ら
し
」

を
テ
ー
マ
に
し
、
家
か
ら
外
へ
遊
び
に
行
く
イ

メ
ー
ジ
で
展
示
を
構
成
し
ま
し
た
。

　
企
画
展
「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」
は
、
多
く
の

人
の
協
力
が
あ
っ
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
源
流
館
が
川
上
村
の
た
め
に

行
っ
て
き
た
活
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
す
。

村
民
さ
ん
と
の
距
離
が
近
い
か
ら
こ
そ
、
思
い

出
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
蚊
帳
や
花
柄
の
魔

法
瓶
、木
製
の
牛
乳
受
け
と
い
っ
た
「
あ
の
頃
」

の
製
品
を
お
借
り
で
き
ま
し
た
。

平素は当会の活動に格別のご理解とご協力ならびに森と水の源流館をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、当会の会員証が新しく吉野杉の間伐材を加工したカードに変更となりましたのでお知らせいたします。吉野林業
は極端な密植と弱度の間伐を数多く繰り返し、長い期間をかけて施業します。そのため、年輪幅が小さく、均一なうえ、
真っ直ぐで節がなく、色の美しい吉野杉や檜は市場で珍重されてきました。とくに、吉野杉は酒樽・樽丸づくりになくて
はならないものです。そして、保水性と透水性の高い土壌や年間2,000mmを越える降水量といった川上村の自然環境と、
500年以上も昔から受け継がれてきた優れた技術によって育てられます。
その吉野杉を薄くシート状に加工したものが、この会員証です。一般社団法人吉野か
わかみ社中にて作っていただきました。1cmあたり7～8年輪以上入っているものが理
想とされています。また、色や香りなど、実際に手に取って確かめてみてください。
すでに旧カードで発行した方につきましては、今回新カードを同封しております。

会員証変更のお知らせ

CONTENTS
・事務局長コラム
・「源流学」⑲
・源流の主役たち
・吉野川のガタロウ
・吉野山のコケをしらべよう
  ムネアカハラビロカマキリにご注意を
・あの頃の夏休み作製秘話

源流からのたより

住所 奈良県吉野郡川上村宮の平
公益財団法人吉野川紀の川源流物語

T E L  0746・52・0888
F A X  0746・52・0388
U R L  http://www.genryuu.or.jp
E-mail morimizu@genryuu.or.jp

　
企
画
展
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
完
成

に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
り
ま
す
。な
ぜ
な
ら
ば
、

企
画
展
を
見
た
人
か
ら
得
ら
れ
る
思
い
出
話
や

ア
イ
デ
ア
を
取
り
込
ん
で
い
け
る
余
白
を
残
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
み
ん
な
で
作
り
上
げ
る
企

画
展
も
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
い
ま
す
の
で
、

是
非
ご
来
館
の
上
、
あ
な
た
の
思
い
出
を
企
画

展
に
加
え
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
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公
益
財
団
法
人

　
吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　
忠
大

事
務
局
長

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
に

ご
注
意
を

ム
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ハ
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ハ
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ハ
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ハ
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ム
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ハ
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ム
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ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意

ご
注
意
をををををを

実
は
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
は
企
画

展
ス
タ
ー
ト
の
1
週
間
前
で
す
。「
振
り
返
る

に
は
、
ま
だ
早
い
！
」
ま
し
て
や
タ
ネ
ア
カ
シ

を
す
る
前
に
、
楽
し
い
企
画
展
の
準
備
に
没
頭

し
ろ
と
お
叱
り
を
い
た
だ
き
そ
う
で
す
が
。
森

と
水
の
源
流
館
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
取
組
み
に

は
、
実
は
そ
ん
な
お
も
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
い
て
、
ご
覧
い

た
だ
く
に
は
、
よ
い
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。
い

ま
こ
こ
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ
れ
の
「
あ
の

頃
」
を
お
伝
え
で
き
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
。

「
今
年
の
夏
は
、
胸
ま
で
熱
い
！
不
思
議
な
、

不
思
議
な
夏
で
す
♪
」
…
ご
存
知
で
す
か
？
懐

か
し
の
歌
謡
曲
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ズ
の
『
暑
中

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
』
で
書
き
始
め
て
み

ま
し
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
夏
、
森
と
水
の
源

流
館
が
い
つ
も
に
も
増
し
て
力
を
入
れ
て
取
組

む
企
画
展
「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」
が
6
月
末

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
こ
の
企
画
展
と

関
連
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
後
の
ペ
ー
ジ
で

触
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
少
し
「
お
も
い
」
を

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

昨
年
度
か
ら
森
と
水
の
源
流
館
に
加
わ
っ
た

ス
タ
ッ
フ
古
山
暁
（38）
。
彼
は
昆
虫
が
専
門
で
、

観
察
会
の
実
施
や
、
外
来
昆
虫
に
よ
る
地
域
環

境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
啓
発
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
あ
る
日
、
彼
の
席
の
後
ろ
を
私
が
す
り

抜
け
た
時
に
懐
か
し
い
匂
い
が
し
ま
し
た
。
小

学
生
の
頃
に
夏
休
み
が
近
づ
く
と
、
近
く
の
文

具
屋
な
ど
に
置
い
て
あ
っ
た
「
昆
虫
採
集
セ
ッ

ト
」。
そ
こ
に
入
っ
て
い
た
鮮
や
か
な
緑
色
と

赤
色
の
液
体
の
ボ
ト
ル
。
あ
の
匂
い
で
し
た
。

断
っ
て
お
き
ま
す
が
、
彼
と
そ
の
液
体
と
は
何

の
関
係
も
な
く
、
私
の
勝
手
な
幻
想
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
ん
な
話
か
ら
、
ス
タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ

れ
に
、
懐
か
し
い
「
あ
の
頃
」
の
話
が
湧
き
出

て
き
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
担
当
は
古
山
が

担
っ
て
い
ま
す
。
昨
秋
か
ら
一
生
懸
命
に
お
も

い
を
語
り
、
呼
び
か
け
て
、
モ
ノ
集
め
に
も
取

り
組
み
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
ん
な
彼
を
見
て
い

る
と
、
あ
る
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。「
17

年
前
の
開
館
の
頃
に
は
、
慣
れ
な
い
ス
タ
ッ
フ

が
一
丸
と
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
に

体
当
た
り
し
て
い
た
っ
け
。
い
ま
は
ど
う
だ
ろ

う
？
」
決
し
て
手
を
抜
い
て
い
る
訳
で
は
な
い

の
で
す
が
、
慣
れ
に
任
せ
て
仕
事
を
こ
な
し
て

い
る
毎
日
で
は
な
い
か
？
　
し
か
も
、
担
当
ス

タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ゴ
ー
ル
を

決
め
て
い
る
の
で
、
み
ん
な
で
ゴ
ー
ル
の
テ
ー

プ
を
切
る
よ
う
な
感
覚
が
久
し
く
な
か
っ
た
の

で
は
と
気
づ
き
ま
し
た
。「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
ス
タ
ッ
フ
全
員
が

乗
っ
か
り
、
今
年
の
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
源
流
館
が
オ
ー
プ
ン
し

た
「
あ
の
頃
」
の
感
覚
も
大
切
な
要
素
で
す
。

こ
れ
も
古
山
が
発
し
た
言
葉
で
す
。「
村
の
人

を
は
じ
め
、い
ろ
い
ろ
な
人
の
か
か
わ
る
〝
余
白
〞

を
大
事
に
し
た
い
。
企
画
展
終
了
後
に
も
、
継
続

す
る
事
業
が
残
る
よ
う
な
〝
余
韻
〞
の
あ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
し
た
い
」
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中

で
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
私
は
も
う
ひ
と
つ
、

文
字
は
異
な
り
ま
す
が
「
予
告
」
を
加
え
ま
し
た
。

毎
年
、
何
を
し
て
も
「
準
備
不
足
と
予
告
不
足
」

が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
す
。
い
く
ら
意
味
の
あ
る

催
し
を
開
い
て
も
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
、
適
切

な
時
期
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
い
つ
も

思
っ
て
い
ま
す
。
な
の
で
今
回
は
、
告
知
、
つ
ま

り
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
づ
く
り
に
も
こ
だ
わ
り
ま

し
た
。「
告
知
の
段
階
か
ら
催
し
は
始
ま
っ
て
い

る
！
　
そ
れ
ぐ
ら
い
に
告
知
に
は
大
き
な
意
味
が

あ
る
」
広
告
業
界
で
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
私
が
社

会
人
デ
ビ
ュ
ー
を
し
た
「
あ
の
頃
」
に
教
え
ら
れ

た
モ
ッ
ト
ー
で
す
。

あ
る
日
、
あ
の
頃
の
匂
い
が
し
た
。

み
ん
な
で
盛
り
上
げ
よ
う
。

予
告
と
余
白
と
余
韻
を
も
っ
て
。

と
に
か
く
、
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

川上村の村井商店に今も残っていた「昆虫採集セット」
ポスターでは、モノクロ写真に液体のボトルだけを着
色しました。黒沢明監督の映画『天国と地獄』をイメー
ジして－
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ここにもコケが！

ニワツノゴケ オオミゴケ

写真 4　発見された卵

写真 1　胸部 写真 2　側面 写真 3　背面

ミヤマハイゴケ

〈
観
察
し
た
コ
ケ
植
物
〉

（
蘚
類
）ナ
ミ
ガ
タ
タ
チ
ゴ
ケ
、ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ
、

ハ
リ
ガ
ネ
ゴ
ケ
、
コ
ツ
ボ
ゴ
ケ
、
コ
バ
ノ
チ
ョ

ウ
チ
ン
ゴ
ケ
、
カ
ラ
フ
ト
キ
ン
モ
ウ
ゴ
ケ
、
オ

オ
ミ
ゴ
ケ
、
サ
ヤ
ゴ
ケ
、
ヒ
ジ
キ
ゴ
ケ
、
ノ
ミ

ハ
ニ
ワ
ゴ
ケ
、
ネ
ズ
ミ
ノ
オ
ゴ
ケ
、
ヤ
ノ
ネ
ゴ

ケ
、
ケ
カ
ガ
ミ
ゴ
ケ
、
コ
ク
シ
ノ
ハ
ゴ
ケ
、
ミ

ヤ
マ
ハ
イ
ゴ
ケ
（
苔
類
）
フ
ル
ノ
コ
ゴ
ケ
、
ジ

ン
ガ
サ
ゴ
ケ
（
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
）
ニ
ワ
ツ
ノ
ゴ
ケ

　
昨
年
10
月
に
吉
野
町
で
外
来
昆
虫
の
ム
ネ
ア

カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
（
写
真
1
，
2
，
3
）

を
確
認
し
ま
し
た
。
人
に
は
危
害
を
及
ぼ
さ
な

い
の
で
す
が
、
在
来
種
で
あ
る
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ

キ
リ
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
報
告
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ

の
侵
入
経
路
は
、
東
京
都
多
摩
動
物
公
園
と
神

奈
川
県
立
生
命
の
星
・
地
球
博
物
館
の
調
査
に

よ
り
、
中
国
産
の
竹
ぼ
う
き
に
卵
鞘
が
付
着
し

て
日
本
国
内
に
侵
入
し
て
き
た
事
が
判
明
し
ま

し
た
。
奈
良
県
に
お
い
て
も
、
量
販
店
で
販
売

さ
れ
て
い
る
中
国
産
竹
ぼ
う
き
か
ら
ム
ネ
ア
カ

ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
の
卵
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。（
写
真
4
）

　
安
価
な
中
国
産
竹

ぼ
う
き
は
、
短
期
的

に
み
る
と
使
い
勝
手

の
良
い
製
品
で
す
。

使
用
頻
度
の
低
い
一

般
家
庭
に
お
い
て

は
、
値
の
張
る
国
産

品
を
使
う
よ
り
安
価
な
中
国
産
竹
ぼ
う
き
を
使

う
こ
と
は
経
済
的
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
こ
に
落
と
し
穴
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
せ
ん

か
？

　
里
山
に
は
色
々
な
環
境
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

生
活
に
必
要
な
糧
を
得
て
日
本
人
は
生
活
し
て

き
ま
し
た
。
自
然
に
あ

る
物
を
利
用
し
、
自
然

と
共
存
し
て
き
た
生
活

様
式
か
ら
、
大
量
生
産
・

大
量
消
費
の
生
活
様
式

に
変
化
し
た
弊
害
の
一

端
を
ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ

ロ
カ
マ
キ
リ
は
示
し
て

い
ま
す
。

　
里
と
い
う
字
に
は

「
人
の
生
活
」
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま
す
。
人

の
生
活
の
あ
る
山
な
の

で
「
里
山
」
と
呼
ば
れ
、

利
用
す
る
た
め
に
木
を

生
や
す
か
ら
「
林
」
と

い
う
言
葉
が
つ
い
た

「
里
山
林
」
と
い
う
言

葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

竹
林
も
里
山
林
の
構
成

要
素
の
一
つ
で
す
。
食

料
や
道
具
の
材
料
と
し

て
利
用
さ
れ
て
き
た
竹

で
す
が
、
近
年
は
里
山
林
の
荒
廃
と
と
も
に
放

棄
竹
林
が
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
里
山
林
の
管
理
の
過
程
で
生
じ
た
間
伐
材
を

利
用
し
た
製
品
の
中
に
竹
ぼ
う
き
が
あ
り
ま
し

た
。
木
工
製
品
は
手
間
と
コ
ス
ト
が
か
か
る
た

め
、
安
価
な
大
量
生
産
品
の
台
頭
に
よ
り
敬
遠

さ
れ
、
衰
退
し
て
い
ま
す
。
木
工
製
品
の
良
さ

を
環
境
問
題
を
含
め
て
見
直
し
て
み
る
機
会
を

ム
ネ
ア
カ
ハ
ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
は
与
え
て
く
れ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

5
月
7
日
に
吉
野
山
に
て
16
名
の
参
加
者

で
開
催
し
ま
し
た
。
昨
年
ま
で
は
駅
周
辺
で
行

い
ま
し
た
が
、今
年
は
山
上
で
開
催
し
ま
し
た
。

講
師
の
道
盛
正
樹
さ
ん
（
大
阪
自
然
史
セ
ン

タ
ー
）
と
木
村
が
、
当
地
で
み
ら
れ
る
コ
ケ
を

探
し
な
が
ら
、
み
ん
な
で
観
察
し
ま
し
た
。
奈

良
県
で
は
古
い
石
垣
に
特
異
的
に
生
育
す
る
奈

良
県
の
絶
滅
危
惧
種
の
ミ
ヤ
マ
ハ
イ
ゴ
ケ
や
希

少
な
オ
オ
ミ
ゴ
ケ
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
植
物
学
者
で
も
あ
ま
り
見
た
人
が
い

な
い
ニ
ワ
ツ
ノ
ゴ
ケ
も
じ
っ
く
り
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

ミヤマハイゴケ

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30年度、225,571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。

発行日：令和元年7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：企画展「あの頃の夏休み」画像
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今
年
の
企
画
展
は
色
々
な
挑
戦
や
実
験
の
要

素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
昆
虫
担

当
が
民
俗
学
的
な
展
示
を
作
製
す
る
こ
と
が
挑

戦
で
す
。
し
か
し
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
い
と
前

に
進
め
な
い
。き
っ
か
け
は
些
細
な
事
で
し
た
。

し
か
し
、
投
げ
ら
れ
た
石
が
作
り
出
す
波
紋
は

徐
々
に
広
が
り
、
や
が
て
大
き
な
波
に
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
ビ
ッ
グ
ウ
エ
ー
ブ
に
乗
る

し
か
な
い
！
そ
う
思
い
、
自
分
に
で
き
る
こ
と

か
ら
始
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
企
画
展
を
構
成
す
る
に
あ
た
り
、
に
自
分
の

専
門
分
野
と
「
あ
の
頃
」
を
つ
な
げ
る
も
の
は

何
か
を
探
し
て
み
ま
し
た
。
そ
う
し
て
思
い
出

し
た
こ
と
が
、「
遊
び
」
で
し
た
。
自
然
に
ふ

れ
る
遊
び
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
今
の
自
分
が

あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
昔
遊
び
を
掘
り
下
げ
て

い
け
ば
何
か
見
つ
か
る
か
も
？
と
思
い
、
遊
び

道
具
を
調
べ
て
い
き
ま
し
た
。

　
遊
び
道
具
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
遊
び
に

は
伝
承
が
あ
る
こ
と
、
世
代
を
超
え
て
遊
べ
る

こ
と
、
知
恵
や
工
夫
が
必
要
な
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
源
流
館
の
取
り

組
み
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
他
施
設
に

は
で
き
な
い
源
流
館
ら
し
い
展
示
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
E
S
D
の
視
点
で
「
あ

の
頃
」
を
振
り
返
れ
ば
、
持
続
可
能
な
社
会
を

つ
く
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
が
3
階

（
開
催
中
〜
９
／
30
）

（
開
催
中
〜
９
／／
30
）

（
開
催
中
〜
９
／
30
）
作
製
秘
話
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フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
コ
ー
ナ
ー
に
設
置
し
た
「
源

流
学
の
視
点
か
ら
」「
木
づ
か
い
」「
温
故
知
新
」

の
３
枚
の
パ
ネ
ル
で
す
。

　
企
画
展
構
成
を
考
え
始
め
た
当
初
、
企
画
展

は
一
カ
所
に
ま
と
め
て
展
示
物
や
パ
ネ
ル
を
設

置
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
ど
こ
に

設
置
を
す
れ
ば
意
図
が
伝
わ
り
や
す
い
か
、
常

設
展
示
を
見
な
が
ら
動
物
園
の
ク
マ
の
よ
う
に

館
内
を
ウ
ロ
ウ
ロ
歩
い
て
い
ま
し
た
。
館
内
を

３
周
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
で
、
村
民
さ
ん
か
ら

「
あ
の
頃
」
を
聞
き
、
村
の
暮
ら
し
や
文
化
を

紹
介
し
て
い
け
ば
、
森
と
水
と
と
も
に
生
き
て

き
た
川
上
村
の
魅
力
の
発
信
に
も
つ
な
が
る
と

思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
源

流
館
全
体
を
使
い
、常
設
展
示
か
ら
「
あ
の
頃
」

を
引
き
出
せ
る
よ
う
に
企
画
展
を
構
成
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　
展
示
を
作
製
す
る
に
あ
た
り
、展
示
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
考
え
ま
し
た
。
天
明
の
家
で
「
家
族
の

だ
ん
ら
ん
」、交
流
広
場
で
「
町
角
遊
び
」、フ
ィ
ー

ル
ド
を
め
ぐ
る
で
「
野
外
遊
び
」、
フ
ィ
ー
ル
ド

体
験
コ
ー
ナ
ー
で
「
体
験
に
基
づ
い
た
暮
ら
し
」

を
テ
ー
マ
に
し
、
家
か
ら
外
へ
遊
び
に
行
く
イ

メ
ー
ジ
で
展
示
を
構
成
し
ま
し
た
。

　
企
画
展
「
あ
の
頃
の
夏
休
み
」
は
、
多
く
の

人
の
協
力
が
あ
っ
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
源
流
館
が
川
上
村
の
た
め
に

行
っ
て
き
た
活
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
す
。

村
民
さ
ん
と
の
距
離
が
近
い
か
ら
こ
そ
、
思
い

出
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
蚊
帳
や
花
柄
の
魔

法
瓶
、木
製
の
牛
乳
受
け
と
い
っ
た
「
あ
の
頃
」

の
製
品
を
お
借
り
で
き
ま
し
た
。

平素は当会の活動に格別のご理解とご協力ならびに森と水の源流館をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、当会の会員証が新しく吉野杉の間伐材を加工したカードに変更となりましたのでお知らせいたします。吉野林業
は極端な密植と弱度の間伐を数多く繰り返し、長い期間をかけて施業します。そのため、年輪幅が小さく、均一なうえ、
真っ直ぐで節がなく、色の美しい吉野杉や檜は市場で珍重されてきました。とくに、吉野杉は酒樽・樽丸づくりになくて
はならないものです。そして、保水性と透水性の高い土壌や年間2,000mmを越える降水量といった川上村の自然環境と、
500年以上も昔から受け継がれてきた優れた技術によって育てられます。
その吉野杉を薄くシート状に加工したものが、この会員証です。一般社団法人吉野か
わかみ社中にて作っていただきました。1cmあたり7～8年輪以上入っているものが理
想とされています。また、色や香りなど、実際に手に取って確かめてみてください。
すでに旧カードで発行した方につきましては、今回新カードを同封しております。

会員証変更のお知らせ
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・あの頃の夏休み作製秘話

源流からのたより
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企
画
展
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
完
成

に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
り
ま
す
。な
ぜ
な
ら
ば
、

企
画
展
を
見
た
人
か
ら
得
ら
れ
る
思
い
出
話
や

ア
イ
デ
ア
を
取
り
込
ん
で
い
け
る
余
白
を
残
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
み
ん
な
で
作
り
上
げ
る
企

画
展
も
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
い
ま
す
の
で
、

是
非
ご
来
館
の
上
、
あ
な
た
の
思
い
出
を
企
画

展
に
加
え
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。


