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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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残
念
な
が
ら
、
９
月
に
予
定
し
て
い
た
川
上

村
で
の
交
流
は
台
風
の
接
近
に
よ
り
実
施
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
後
も
交
流
を
続
け
て
お

互
い
の
活
動
の
輪
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

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
。

　

初
夏
を
感
じ
始
め
る
陽
気
の
中
、
９
名
の
森

づ
く
り
の
仲
間
が
集
ま
り
、
作
業
を
行
い
ま
し

た
。
森
を
ぐ
る
り
と
一
周
見
回
る
と
、
尾
根
に

は
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
が
花
を
咲
か
せ
て
い
た
り
、
足

元
に
は
タ
ニ
ギ
キ
ョ
ウ
や
ヒ
メ
レ
ン
ゲ
が
顔
を

覗
か
せ
て
い
た
り
、
素
晴
ら
し
い
景
色
が
広
が

り
ま
す
。
し
か
し
、
自
然
は
時
に
恐
ろ
し
く
、

梅
雨
明
け
、
台
風
後
、
雪
融
け
の
頃
に
は
倒
木

や
落
石
が
多
く
あ
り
、
今
回
も
そ
れ
ら
を
取
り

除
き
、
歩
道
を
修
理
し
な
が
ら
進
み
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
小
屋
を
補
修
し
た
り
、
水
道
を
つ

な
ぎ
直
し
た
り
、
必
要
な
時
は
そ
の
場
で
木
を

伐
っ
て 

木
材
を
調
達
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

何
度
も
参
加
さ

れ
た
方
は
慣
れ

た
手
つ
き
で
て

き
ぱ
き
と
、
初

め
て
の
方
も
先

　

８
月
19
日
に
桜
井
市
三
谷
で
活
動
す
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
山
野
草
の
里
づ
く
り
の
会
と
の
交
流
会

を
、
実
施
し
ま
し
た
。
昨
年
度
に
引
き
続
き
２

回
目
の
交
流
で
す
。
桜
井
市
三
谷
は
大
和
川
の

源
流
に
あ
る
里
山
、
川
上
村
の
源
流
学
は
吉
野

川
源
流
の
二
次
林
に
あ
り
、
と
も
に
源
流
の
自

然
環
境
保
全
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
者
同
士

で
交
流
し
、
相
互
に
刺
激
し
あ
い
、
悩
み
を

共
有
し
、
よ
り
よ

い
活
動
が
で
き
れ

ば
と
い
う
こ
と
で

ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。

　

今
年
は
、
源
流

人
会
か
ら
６
人
が

参
加
し
、
三
谷
で

ソ
バ
畑
づ
く
り
な

ど
を
お
手
伝
い
し

ま
し
た
。
ビ
オ

ト
ー
プ
の
観
察
で

は
、
川
上
村
で
は

見
る
こ
と
の
で
き

な
い
ミ
ズ
カ
マ
キ

リ
な
ど
貴
重
な
生

き
物
も
観
察
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

輩
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
に
習
っ
た
り
、
見
様
見

真
似
た
り
で
、
上
手
く
で
き
る
範
囲
で
分
担
し

な
が
ら
一
緒
に
汗
を
流
し
ま
し
た
。 

　

こ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
春
の
山
菜
の
季
節
だ
っ

た
の
で
天
ぷ
ら
に
し
て
楽
し
も
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
現
地
で
採
れ
な
け
れ
ば
も
ち

ろ
ん
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
…
が
、
か
つ
て
ほ
ど
で

は
な
く
と
も
、
少
し
ず
つ
豊
か
さ
を
取
り
戻
し

て
き
た
源
流
学
の
森
に
は
、
ア
ケ
ビ
、
イ
ワ
タ

バ
コ
、
ウ
ワ
バ
ミ
ソ
ウ
、
コ
シ
ア
ブ
ラ
、
リ
ョ

ウ
ブ
と
色
々
な
森
の
恵
み
が
あ
り
ま
す
。
何
処

に
生
え
て
い
る
の
か
な
？
ど
ん
な
形
を
し
て
い

る
の
か
な
？
と
、
せ
っ
か
く
な
の
で
観
察
す
る

こ
と
も
忘
れ
ま
せ
ん
。
他
の
食
べ
方
が
あ
る
の

か
な
？
ど
の
よ
う
に
保
存
し
て
い
た
の
か
な
？

と
、
山
の
暮
ら
し
の
工
夫
や
知
恵
を
見
た
り
、

聞
い
た
り
、
体
験
し
た
り
、
そ
し
て
伝
え
て
い

く
こ
と
も
こ
の
取
り
組
み
で
大
切
な
こ
と
の
一

つ
で
す
。
源
流
の
水
で
い
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
ま
で

い
た
だ
き
、
お
な
か
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
と
こ

ろ
で
片
付
け
て
森
を
後
に
し
ま
す
。
あ
た
り
ま

え
で
す
が
、
こ
の
自
然
・
環
境
を
汚
す
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
使
用
済
み
の
油
は
古
紙

に
吸
わ
せ
て
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

山
野
草
の
里
交
流
会

山
野
草
の
里
交
流
会

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

ソバ畑を開墾するお手伝いをしま
した

ビオトープで自然観察ミズカマキリ発見
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５
月
７
日
に
「
吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊　

吉
野
山
の
コ
ケ
を
し
ら
べ
よ
う
」
を
実
施
し
ま

し
た
。
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
大
人
か
ら

子
ど
も
ま
で
13
人
の
参
加
者
で
実
施
し
ま
し

た
。

　

こ
の
日
は
吉
野
山
の
入
口
、
七
曲
り
の
坂
の

コ
ケ
を
、
ル
ー
ペ
を
使
っ
て
観
察
し
ま
し
た
。

コ
ケ
植
物
は
苔
類
、
蘚
類
、
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
の
３

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
が
、
蘚
類
は
木

村
が
、
苔
類
・
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
は
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
大
阪
自
然
史
セ
ン
タ
ー
の
道
盛
さ
ん
が
観
察

を
指
導
し
ま
し
た
。

　

お
昼
か
ら
の
３
時
間
ほ
ど
で
、
約
30
種
を
観

察
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
じ
っ
く
り
と
小
さ

な
コ
ケ
を
観
察
し
ま
し
た
の
で
、
移
動
で
き
た

の
は
、
駅
か
ら
七
曲
り
の
坂
の
最
初
の
一
曲
が

り
目
の
坂
ま
で
で
し
た
。
普
通
に
歩
い
た
ら
５

分
ほ
ど
で
す
が
、
コ
ケ
を
観
察
し
な
が
ら
だ
と

２
時
間
以
上
か

か
り
ま
し
た
。

コ
ケ
を
用
い
た

大
気
判
定
も
行

い
、
周
辺
が
き

れ
い
な
空
気
で

あ
る
こ
と
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　　
　

８
月
５
日
に
実
施
し
、
午
前
・
午
後
の
部

に
分
け
て
実
施
し
ま
し
た
。
県
内
外
か
ら
90
人

の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。
谷
幸
三
先
生
（
奈

良
県
水
生
生
物
研
究
会
会
長
）
の
指
導
で
、
音

無
川
蜻
蛉
の
滝
付
近
の
水
生
生
物
を
採
集
・
観

察
し
、
水
質
を
判
定
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
き

れ
い
な
川
づ
く
り
の
た
め
の
環
境
学
習
も
行
い

ま
し
た
。
結
果
、
今
年
も
音
無
川
の
水
質
が
き

れ
い
な
こ
と
が
わ
か
り
よ
か
っ
た
で
す
。

　　

８
月
12
日
に
、
森
と
水
の
源
流
館
周
辺
で
実

施
し
、
45
人
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
伊
藤
ふ

く
お
先
生
、
古
山
暁
先
生
の
指
導
で
、
昆
虫
観

察
を
行
い
、
参
加
者
の
み
な
さ
ん
で
虫
を
探
し

て
、
身
近
な
虫
を
た
く
さ
ん
観
察
し
ま
し
た
。

ま
た
、観
察
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

川
上
村
か
ら
初
記
録
の
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
を
発

見
し
ま
し
た
。
大
滝
ダ
ム
建
設
に
伴
い
、
定
着

し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

森と水の源流館のまわりの虫をさがしました

川上村から記録のなかったトノサマガエル

雌器托を伸ばしたフタバネゼニゴケ

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

吉
野
山
の
コ
ケ
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

吉
野
山
の
コ
ケ
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

や
楽
器
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
楽
し
く

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
企
業
の
新

人
職
員
研
修
会
や
中
学
校
の
交
流
事
業
な
ど
で

も
、
こ
れ
ま
で
映
像
を
見
る
だ
け
で
あ
っ
た
空

間
が
、
セ
レ
モ
ニ
ー
や
レ
ク
チ
ャ
ー
、
意
見
交

換
な
ど
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
川
上
村
源
流
の
日

（
11
月
16
日
）
に
も
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま

し
た
。こ
の
よ
う
に
同
シ
ア
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

お
お
い
に
可
能
性
を
拓
い
て
き
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
可
能
性
を
拓
く
」
の
は
シ
ア
タ
ー

の
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
タ
ッ
フ
一

人
一
人
「
こ
れ
が
な
い
か
ら
で
き
な
い
、
や
ら

な
い
」
と
い
う
理
屈
を
考
え
る
前
に
、
や
り
た

い
こ
と
、
で
き
る
こ
と
に
ど
ん
ど
ん
挑
戦
し
て

い
く
、
限
ら
れ
た
人
材
が
最
大
限
に
い
か
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
目
標
で
す
。

　

筆
者
に
つ
い
て
は
・
・
今
年
も
こ
こ
ま
で
い

ろ
い
ろ
な
可
能
性
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
ま
た

機
会
が
あ
れ
ば
こ
の
ペ
ー
ジ
で
書
か
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
笑
）

　

私
た
ち
の
職
場
で
は
毎
年
度
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

掲
げ
て
、
ス
タ
ッ
フ
が
日
々
の
業
務
に
お
い
て

ひ
と
つ
の
視
点
と
し
て
常
に
意
識
し
、
具
現
化

と
行
動
化
そ
し
て
達
成
が
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
本
年
度
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
『
可
能

性
を
拓
く
。』
で
す
。「
使
い
き
れ
て
ま
す
か
？

こ
れ
ま
で
、
こ
れ
か
ら
。」
と
い
う
自
ら
へ
の

問
い
を
添
え
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
目
標
に
お
い
た
こ
と
は
、
森
と
水

の
源
流
館
と
本
財
団
の
15
周
年
に
あ
た
る
今
春

に
向
け
て
、
昨
年
度
後
半
に
改
修
工
事
が
行
わ

れ
た
源
流
の
森
シ
ア
タ
ー
の
こ
と
で
す
。
お
か

げ
ざ
ま
で
同
シ
ア
タ
ー
の
ジ
オ
ラ
マ
演
出
や
映

像
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
こ
れ
ま
で
も
観
て
い
た
だ

い
た
方
々
か
ら
は
高
い
評
価
を
い
た
だ
い
て
い

ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
学
校
遠
足
で
も
い
つ

も
印
象
に
残
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し

か
し
森
と
水
の
源
流
館
の
メ
イ
ン
空
間
で
あ
り

な
が
ら
、
活
用
す
る
時
間
帯
は
通
常
１
時
間
に

２
回
だ
け
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
さ
に
こ
の
空
間
の
可
能
性
を
も
っ
と
引

き
出
し
た
い
と
、
２
年
ほ
ど
前
か
ら
考
え
始

め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
実
験
を
繰
り
返
し
ま
し

た
。
照
明
機
材
や
音
響
機
器
を
持
ち
込
み
、
コ

ン
サ
ー
ト
や
人
形
劇
、
環
境
省
が
取
組
む
「
森

公
益
財
団
法
人

　吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　忠
大

事
務
局
長

『
可
能
性
を
拓
く
。』

『
可
能
性
を
拓
く
。』

〜
中
間
報
告
〜

〜
中
間
報
告
〜

里
川
海
」
の
全
国
的
な
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ど
れ
も

水
源
地
の
森
に
居
る
よ
う
な
雰
囲
気
で
、
森
と

水
の
源
流
館
な
ら
で
は
の
催
し
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。「
こ
れ
は
い
け
る
！
」
と
手
ご
た
え
を

も
っ
て
、
改
修
計
画
に
取
組
み
ま
し
た
。
決
し

て
華
や
か
な
改
修
で
な
く
、
講
演
会
や
コ
ン

サ
ー
ト
、
会
議
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
が
で

き
る
よ
う
照
明
の
明
る
さ
を
調
整
で
き
る
よ
う

に
し
た
だ
け
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

活
用
の
幅
が
広
が
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
こ
の
改
修
と
同
時
に
平
成
26
年
度
に
行
わ
れ

た
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
様
子
を
交
え

た
、
約
５
分
間
の
映
像
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
し

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
ジ
オ
ラ
マ
演
出
だ
け
で

は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
水
源
地
の
村
づ
く
り

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

で
は
本
年
度
に
入
り
、
こ
の
空
間
の
可
能
性

を
ど
れ
く
ら
い
拓
け
た
か
？

　

４
月
29
日
に
は
開
館
15
周
年
の
イ
ベ
ン
ト
を

行
い
ま
し
た
。
詳
し
く
は
前
号
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
ま
た
５
月
は
恒
例
の
「
お
は
な
し
カ
ー
ニ

バ
ルin

よ
し
の
」
で
の
ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト

開館 15 周年記念イベント

川上村源流の日 記念コンサート

企業研修での開会式の様子

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

水
生
生
物
を
し
ら
べ
よ
う

水
生
生
物
を
し
ら
べ
よ
う

〜
き
れ
い
な
吉
野
川
を
未
来
に
残
そ
う
〜

　

〜
き
れ
い
な
吉
野
川
を
未
来
に
残
そ
う
〜

　

A
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U
A
 SO
C
IA
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8
月
６
日
土

調
査
結
果

きれいな水　（10種）
【水生昆虫】ヒゲナガカワトビケラ・ヘビトンボ・ミヤ
マカワトンボ・クロタニガワカゲロウ・ニンギョウトビ
ケラ・ミルンヤンマ※【甲殻類】サワガニ【魚類】アブ
ラハヤ・カワヨシノボリ【両生類】カジカガエル（オタ
マジャクシ・成体）

ややきれいな水　（7種）
【水生昆虫】アメンボ・コオニヤンマ・コヤマトンボ・
クロスジヘビトンボ※・モンカゲロウ※【貝類】カワニ
ナ【魚類】カワムツ【両生類】アカハライモリ（幼生）

よごれた水　（0種）　　
とてもよごれた水　（0種）

河川名：音無川（吉野川支流）   調査地点：あきつ橋
時刻：午前の部 10:30 ～ 11:00　午後の部 13:55 ～ 14:15
水温：午前の部 25℃（10:20）　   午後の部 26℃（13:55）

（※は午後の部でのみ見つかったもの）

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

身
近
な
虫
を
し
ら
べ
よ
う

身
近
な
虫
を
し
ら
べ
よ
う

8
月
12
日
土

甲虫のなかま ▶ オオセンチコガネ・スジコガネ・アオゴミムシ・アトボシゴミムシ・アオバアリ
ガタハネカクシ（毒）・クロウリハムシ・ナナホシテントウ・ルリボシカミキリ
バッタ・コオロギ・キリギリスのなかま ▶ エンマコオロギ・エゾエンマコオロギ？・モリオ
カメコオロギ・ショウリョウバッタ・ショウリョウバッタモドキ・イナゴの一種・マダラバッタ・
オンブバッタ・クルマバッタモドキ・クサキリ（幼虫）・キリギリス・ヒナバッタ・シバスズ・ツ
ユムシの一種・ウマオイ（幼虫）
トンボのなかま ▶ シオカラトンボ・ウスバキトンボ
ハチのなかま ▶ コアシナガバチ・キアシナガバチ・セグロアシナガバチ・トラマルハナバチ・ク
マバチ・エントツドロバチ・スズバチ・キイロスズメバチ
チョウのなかま ▶ ヤマトシジミ・ウラギンシジミ・アオスジアゲハ・ツマグロヒョウモン・キタ
キチョウ・イチモンジセセリ・クロコノマチョウ
セミのなかま ▶ ミンミンゼミ・アブラゼミ・ヒグラシ・ツクツクホウシ・アオバハゴロモ
カメムシのなかま ▶ マルカメムシ・シラホシカメムシ・ホソヘリカメムシ・ホソハリカメムシ・
オオクモヘリカメムシ・モンシロナガカメムシ・ホソカメムシ
その他 ▶ ヨコバイの一種・アワフキムシの一種
番外編 ▶ トノサマガエル（川上村で初の記録）

観
察
結
果

※順不同

[ 苔類 ] フルノコゴケ / カラヤスデゴケ /
ヤスデゴケ属 sp./ シゲリケビラゴケ / フ
タバネゼニゴケ /ウラベニジャゴケ
[ 蘚類 ] ヒメスギゴケ / ホウオウゴケ属
sp./ ナガバチヂレゴケ / エゾスナゴケ /
ハリガネゴケ / コバノチョウチンゴケ / カ
マサワゴケ / タマゴケ / カラフトキンモウ
ゴケ / ホソバオキナゴケ / サヤゴケ / ヒジ
キゴケ / キヨスミイトゴケ / エゾヒラゴケ
/ オオトラノオゴケ / ホソオカムラゴケ /
ラセンゴケ / トヤマシノブゴケ / ノミハニ
ワゴケ / ナガヒツジゴケ / ネズミノオゴケ
/ アオハイゴケ / コモチイトゴケ / ハイゴ
ケ /コクシノハゴケ /フトリュウビゴケ

＜観察できたコケ植物＞



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
⑬自然のなかで
　生きる術を学ぶ「源流学」「源流学」

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　

京
奈
和
自
動
車
道
の
五
條
北
Ｉ
Ｃ
横
に
東
谷

山
と
呼
ば
れ
る
丘
陵
が
あ
り
、
そ
の
丘
陵
上
に

居
伝
城
が
あ
り
ま
す
。

　

居い

で伝
城
は
室
町
時
代
に
こ
の
地
を
治
め
て
い

た
近
内
氏
の
城
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
近
く
の

居
伝
遺
跡
か
ら
は
京
奈
和
自
動
車
道
建
設
に
伴

う
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
１
３
世
紀
後
半
か
ら

１
５
世
紀
前
半
頃
の
堀
を
巡
ら
せ
た
館
跡
が
２

カ
所
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

城
の
遺
構
は
東
谷
山
の
３
つ
の
尾
根
に
分
散

し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
西
・
中
・
東
尾
根
と
仮

称
し
ま
す
。
尾
根
と
尾
根
に
挟
ま
れ
た
谷
の
奥

に
は
西
林
寺
と
薬
師
堂
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　
『
新
修
五
條
市
史
』
な
ど
で
「
居
伝
城
跡
」

と
さ
れ
て
い
る
の
は
西
尾
根
の
遺
構
で
、
こ
こ

に
は
平
坦
地
と
堀
切
が
見
ら
れ
ま
す
。
中
尾
根

に
は
平
坦
地
・
堀
切
・
帯
曲
輪
・
削
平
地
が
あ

り
、
東
斜
面
を
削
っ
て
高
さ
約
５
メ
ー
ト
ル
の

切
岸
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
東
尾
根
は
宅
地
と

農
地
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
平
坦
地
・
帯
曲
輪

な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
『
奈
良
県
宇
智
郡
誌
』
の
「
居
伝
の
塁
址
」

の
項
目
に
は
、城
跡
は
「
東
谷
山
の
東
端
」「
西

南
麓
の
林
中
に
薬
師
堂
」
に
あ
る
と
記
さ
れ
て

お
り
、
現
在
の
「
居
伝
城
跡
」
の
場
所
と
は
異

な
り
ま
す
。
そ
れ
は
東
尾
根
が
宅
地
や
農
地
と

な
っ
て
お
り
、
城
の
遺
構
が
既
に
破
壊
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
た
た
め
で
す
が
、
注
意
深
く
観

察
し
て
み
た
と
こ
ろ
東
尾
根
に
も
遺
構
が
残
っ

て
い
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
破
壊
さ
れ
て

い
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
西
林
寺
・
薬
師
堂
の
敷
地
は
谷
の
中
で

一
段
高
く
な
っ
て
お
り
、
越お

ち智
城
（
高
取
町
越

智
）
の
様
に
、
尾
根
上
に
防
御
施
設
を
設
け

て
、
谷
の
奥
ま
っ
た
場
所
を
居
住
空

間
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

西
林
寺
・
薬
師
堂
を
含
め
た
一
帯
が
、

か
つ
て
の
「
居
伝
城
」
だ
っ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
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吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
二
六
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

﹁
居
伝
城
は
ど
こ
？
﹂

﹁
居
伝
城
は
ど
こ
？
﹂

最
近
の
子
ど
も
ら
は
、
ほ
ん
ま
、
忙

し
い
な
ぁ
。
学
校
終
わ
っ
て
か
ら

で
も
、
塾
や
習
い
事
に
行
っ
た
り

し
て
、
大
人
よ
り
忙
し
か
っ
た
り
す
る
。
勉
強

も
大
事
や
と
思
う
け
ど
、
そ
れ
が
人
生
の
す
べ

て
で
は
な
い
と
思
う
ん
や
。子
ど
も
の
時
分
に
、

も
っ
と
ゆ
と
り
の
あ
る
、
遊
び
の
あ
る
時
間
を

持
た
な
い
と
あ
か
ん
と
思
う
。

学
校
あ
が
っ
て
就
職
し
た
ら
、
な
ん

か
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
な
か
な

か
時
間
を
と
る
こ
と
な
ん
て
で
き

へ
ん
。
遊
ぶ
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
遊

び
は
学
び
の
宝
庫
や
。
楽
し
く
遊
ぶ
な
か
で
、

い
ろ
ん
な
こ
と
に
挑
戦
し
て
み
た
り
、
失
敗
し

た
り
し
な
が
ら
、
自
分
で
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て

や
っ
て
み
る
こ
と
が
大
事
な
ん
や
。
大
人
に

な
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て

く
る
と
、
わ
し
は
思
う
。

わ
し
の
子
ど
も
時
分
は
、
遊
ぶ
と
い

え
ば
、
た
い
が
い
川
や
っ
た
。
夏

も
冬
も
魚
と
り
ば
っ
か
り
し
と
っ

た
な
ぁ
。
夏
場
は
そ
の
ま
ま
川
に
入
っ
て
潜
っ

た
り
す
る
け
ど
、
冬
場
は
寒
う
て
川
に
入
ら
れ

へ
ん
か
ら
、
自
分
で
作
っ
た
「
箱
メ
ガ
ネ
」
で

川
の
中
を
の
ぞ
い
て
、
魚
を
と
っ
た
り
し
て
ん

や
。
箱
メ
ガ
ネ
は
な
、
板
を
組
み
合
わ
せ
た
あ

と
、
底
に
ガ
ラ
ス
を
は
め
込
ん
で
完
成
す
る
ん

や
け
ど
、
水
が
入
ら
ん
よ
う
に
板
と
板
の
間
に

ロ
ウ
ソ
ク
の
ロ
ウ
を
た
ら
し
た
り
し
て
工
夫
し

た
な
。そ

の
箱
メ
ガ
ネ
を
持
っ
て
、
川
岸
に

つ
な
が
れ
て
る
筏
の
上
か
ら
川
の

中
を
の
ぞ
い
て
、
魚
を
見
つ
け
て

ヤ
ス
（
ヤ
リ
の
こ
と
）
で
魚
を
と
っ
て
い
た
。

こ
う
い
う
技
術
や
知
恵
は
、
待
っ
て
て
も
誰
か

が
教
え
て
く
れ
る
も
ん
で
も
な
い
。
だ
い
た
い

ガ
キ
大
将
ら
が
す
る
こ
と
を
じ
っ

と
見
て
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
自
分

の
も
ん
に
し
て
い
っ
た
。
じ
っ
と

見
て
な
、
な
ん
で
あ
あ
す
る
の
か
、

あ
あ
し
た
ら
ど
う
な
る
ん
や
ろ
う

か
、
と
、
考
え
も
っ
て
覚
え
た
ん

や
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
う
や
っ

た
ら
、
さ
ら
に
う
ま
く
い
く
や
ろ

な
と
、
自
分
な
り
に
い
ろ
い
ろ
考

え
て
み
た
も
ん
や
。

い
ま
の
時
代
や
っ
た
ら
、

誰
か
に
教
え
て
も
ら
え

る
ま
で
待
っ
て
い
る
わ

な
ぁ
。
自
分
で
考
え
た
り
、
尋
ね

て
き
た
り
す
る
子
は
少
な
い
と
思

う
。
で
も
な
、
実
は
そ
う
い
う
体

験
や
経
験
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
、「
智
恵
」
と

な
っ
て
、
生
か
さ
れ
て
い
く
ん
や
。

自
分
で
考
え
る
癖
を
つ
け
る
こ
と

で
、
ど
ん
な
場
面
に
遭
遇
し
て
も

な
、
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
と

る
。
せ
や
か
ら
、
子
ど
も
の
時
分

に
ど
れ
だ
け
遊
ん
ど
る
か
で
、
重

要
に
な
っ
て
く
る
ん
や
。

ま
た
わ
し
の
子
ど
も
の
時

分
の
話
に
も
ど
ろ
か

な
。
わ
し
の
住
ん
で
る

川
上
村
柏
木
は
、
も
う
知
っ
て
も

ろ
て
る
と
思
う
け
ど
、
山
ん
中
や
。

肉
も
魚
も
米
も
な
か
っ
た
。
な
ん

で
も
手
に
入
る
い
ま
か
ら
は
想
像

で
き
へ
ん
か
も
し
れ
ん
け
ど
、
月

に
数
回
、
行
商
の
人
が
売
り
に
来

て
く
れ
て
な
、
そ
こ
で
買
う
以
外

は
、
た
い
が
い
川
魚
も
肉
も
自
分

ら
で
獲
っ
た
。

肉
は
、
罠
を
仕
掛
け
て
な
、

ヤ
マ
ド
リ
や
キ
ジ
、
ウ
サ

ギ
を
獲
っ
て
自
分
で
料
理

し
て
食
っ
た
。
魚
は
川
で
ア
ユ
や
ア

マ
ゴ
、
ウ
グ
イ
な
ど
を
獲
っ
た
。
だ

い
た
い
行
商
の
人
が
持
っ
て
き
て
く

れ
る
の
は
、
尾
鷲
で
獲
れ
た
サ
ン
マ

や
イ
ワ
シ
の
干
物
か
、
塩
漬
け
さ
れ

た
サ
バ
や
シ
ャ
ケ
（
サ
ケ
）
や
っ
た
。

ア
ユ
や
ア
マ
ゴ
以
外
に
、
夏

は
川
ウ
ナ
ギ
、
冬
は
ウ
グ

イ
が
最
高
に
う
ま
か
っ
た

な
ぁ
。「
ヨ
ヅ
ケ
」
と
い
っ
て
な
、
夜

に
え
さ
つ
け
て
糸
を
川
に
つ
け
と
く

ん
や
。
そ
ん
で
朝
、
学
校
行
く
前
に

そ
れ
を
取
り
に
行
く
と
、
う
な
ぎ
が

か
か
っ
と
る
と
い
う
わ
け
や
。
え
さ

は
、
シ
マ
ミ
ミ
ズ
か
、
ヤ
マ
ミ
ミ
ズ
。

学
校
か
ら
帰
っ
て
き
た
ら
、
１
０
０

匹
ほ
ど
探
し
て
仕
掛
け
る
ん
や
。

特
に
な
、
ヤ
マ
ミ
ミ
ズ
は
、

ウ
ナ
ギ
が
よ
う
か
か
っ
た
。

別
名
シ
ー
ボ
ル
ト
と
い
っ

た
青
い
ミ
ミ
ズ
で
、
雨
降
っ
た
ら
、

よ
う
で
て
く
る
ん
や
。
石
を
ひ
っ
く

り
返
し
た
り
し
て
一
生
懸
命
、
ミ
ミ

ズ
と
っ
て
た
ら
、
大
峯
山
か
ら
降
り

て
き
た
行
者
さ
ん
に
、「
そ
れ
ど
な
い

し
て
食
べ
る
ん
や
」
と
聞
か
れ
た
こ

と
が
あ
っ
て
な
、「
こ
ん
な
も
ん
、
食

え
へ
ん
わ
」
と
言
い
返
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
わ
。
１
０
０
匹
仕
掛
け
て
、

だ
い
た
い
と
れ
る
の
が
３
〜
５
匹
。

ま
な
板
の
上
に
ウ
ナ
ギ
を
乗
せ
、
木

の
釘
で
頭
を
刺
し
て
か
ら
背
中
を
割

る
ん
や
。ウ
ナ
ギ
は
ぬ
る
ぬ
る
す
る
か
ら
、キ
ュ

ウ
リ
の
葉
っ
ぱ
で
押
さ
え
る
と
、滑
ら
へ
ん
で
、

あ
ん
じ
ょ
う
さ
ば
け
る
ん
や
。

他
に
「
モ
ド
リ
」
と
い
っ
て
な
、
竹

で
作
ら
れ
た
筒
状
の
も
の
も
仕
掛

け
て
た
。
こ
れ
は
雨
降
っ
て
大
水

が
で
る
や
ろ
、
そ
の
と
き
は
、「
モ
ド
リ
」
に

よ
う
入
っ
て
い
と
る
ん
や
。こ
の「
モ
ド
リ
」も
、

竹
割
っ
て
自
分
ら
で
編
ん
だ
も
ん
や
。
昔
の
人

が
作
っ
た
も
ん
を
手
本
に
同
じ
よ
う
に
作
っ
た

ん
や
け
ど
、
入
り
口
の
部
分
が
、
じ
ゃ
ば
ら
に

な
っ
て
て
、
一
度
、
入
っ
た
ら
、
出
ら
れ
へ
ん

よ
う
に
な
っ
と
る
。

よ
う
考
え
て
作
ら
て

た
も
ん
や
。
そ
う

や
っ
て
分
解
し
て
、

自
分
ら
で
道
具
も
つ

く
っ
て
き
た
ん
や
。

こ
う
や
っ
て
日
々
の

暮
ら
し
の
な
か
で
技

術
が
代
々
受
け
継
が

れ
て
き
た
ん
や
と
思

う
。さ

っ
き
、
経
験
や
体
験
が
「
智
恵
」

を
つ
く
る
と
い
っ
た
け
ど
、
そ
の

智
恵
を
生
か
す
方
法
を
学
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子どもたちに伝えたい「源流学」
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居伝城跡全景

中尾根の切岸と帯曲輪

居伝城縄張図
※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。



まで登って目視でチョウをさがします。10 時ころから 14 時ころまで
の 4 時間、樹に登ったままで、多くの場合一人で観察をするのです
が、ミンミンゼミやアブラゼミや時にヒグラシの鳴き声や、ヘリグ
ロツユムシのジリジリジリと単発的な鳴き声が聞こえてきます。枝
先から飛ぶツユムシやヤブキリの仲間を見かけたり、樹冠部を飛ぶ
ウラギンシジミや時にキリシマミドリシジミが飛ぶこともあります。
また、トカゲが幹を登ってきたこともありました。そんな中、ツユ
ムシの仲間はなぜ飛ぶのだろうと不思議に思っていました。そして、
飛ぶ方向は必ず谷底の河原です。当然、その河原を歩いているとツ
ユムシの仲間の、ヘリグロツユムシやヤブキリの仲間のキイコズエ
ヤブキリを少なからず見かけるのですが、河原に降りたキイコズエヤブキリは、一応に同じ行動をとります。地
上に降りて 10 数秒は動かず、あたりの安全を確かめているようです。その後動くのですが、決して飛ぶことは無く、

チョコチョコと歩いて川ではない方向に移動して、林床の植物の中
に隠れます。それでも観察を続けていると、クサギなどの幹を登っ
て私の目の届かない場所まで登って見えなくなります。雌雄とも河
原に降りてきますが、幾分オスの方が多いような気がします。ヤブ

キリ類は夜間に配偶
行動をすると考えら
れていて、オスが鳴
くのは夜間です。キ
イコズエヤブキリの
鳴き声は、時々昼間
でも聞くことがあり、
河原へ飛ぶのは何か
意味があるのかも知
れません。私の中で
は、 交 尾 は ど こ で、
産卵は土の中か、何
を食べているのかな
ど、わからないこと
ばかりで興味の尽き
ない昆虫の一つです。
　キイコズエヤブキ
リは紀伊半島や大阪
府、滋賀県、長野県、

愛知県、静岡県、山梨県に分布していて、シコクコズエヤ
ブキリは、四国のみに、ツシマコズエヤブキリは対馬のみ
に分布し、この三つは現在同じ種群として分類されていま
すが、もしかしたら紀伊半島に棲むキイコズエヤブキリは、
独立した種かも知れませんね。学者の間でもいまだ議論さ
れているテーマで、研究対象としてのキイコズエヤブキリ
が多く暮らしているすばらしい森が、身近にあるのは川上
村の宝物ですね。

キイコズエヤブキリとよばれているバッタ
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第 27 回　源流の主役たち
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　吉野川源流部三之公川は、大迫ダム堰堤から約 6㎞上流部で北股川と
合流します。その辺りに国指定天然記念物トガワサワラ原始林があり
ます。トガサワラとはマツ科トガサワラ属に分類されている生きた化
石と称されるほどの貴重な樹木です。このトガワサワラ原始林指定地
や、その周辺にはトガサワラ以外にも、原始を思わせる大きなトチノ
キやツクバネガシなどの広葉樹もあります。これらの樹皮には、シダ
類のシノブや、イワタバコ科のシシンランやラン科のツリシュスラン
など着生植物も多く見られます。ゴイシツバメシジミとよばれている
シジミチョウの仲間の幼虫は、シシンランの花や若い種子を食べて育
つため、シシンランが無いところには棲んでいません。私は、1990 年
ころから観察を続けていますが、2000 年ころからチョウの姿が見られ

なくなってしまいました。絶滅を心配しているのですが、シシンラン
の生育状況や、森の形態から少なからず生存に希望をもっています。
　さて、今回はゴイシツバメシジミの話ではなく、その観察ため森に
入っているときに見かけるバッタの話をしたいと思います。
　天然記念物トガワサワラ原始林を含む北股川と三之公川流域には、
スギやヒノキの人工林や、いわゆる自然林が残されています。樹種が
多いのでそれだけ生物相も多様だと言えますが、シカによる林床植生

の食害が進み、スズタケ
や広葉樹の幼木が全くな
い状態の森林になってい
るのが少し心配事でもあ
ります。私が、観察に訪れ始めた 1990 年ころには、観察地に入るに
は北股川を、腰のあたりまで水につかって渡りスズタケをかき分け
たり、つかみながら急斜面を登って目的のツクバネガシまでたどり
着いていました。でも、今は深いところで膝くらいまでの川を対岸
に渡り、ガラガラと石を落しながら斜面を登る状態になっています。
　観察場所にあるのは、胸高直径 60㎝以上あるツクバネガシの大木
です。急斜面から立ち上がった幹は、6 ｍほどで谷側に斜めに傾き、
10 ｍ以上幹を伸ばしています。その幹はびっしりとコケがおおい、
そこにシシンランが繁茂しています。いつも、幹が谷へ傾くあたり

　バッタは、草地に棲むイメージがあります。でも、吉野川源流の森にもバッタの仲間は棲んでい

ます。森に入って木に登り梢を眺めていると、さまざまな昆虫が木の上で生きているのが分かりま

す。私が興味あるのは、キリギリスの仲間のキイコズエヤブキリです。その生態は未だ不明な部分

が多く、夜間の行動を観察したいと思っています。

伊藤ふくお

河原に飛び降りてきたメス。

私が、この時期チョウを観察しているツクバネガシ。急斜面に立つ幹を
6 ｍほど登った幹から谷側へ傾いた幹を撮影しています。幹に見える白
いラッパ状の花はシシンランです。

ゴイシツバメシジミの棲む照葉樹の森

イシシジミの幼虫は、植物の葉ではなく、ササ類に寄生す
るアブラムシの仲間を食べて育ちます。ササ類がなくなれ
ば餌がなくなり、チョウもいなくなります。

河原でヤマカガシ幼蛇がカジカガエルのオタマジャクシを
捕食

河原に飛び降りてきたオス。 雨の日によく河原で見られるマムシ

調査時期には、河原の岩の上でイワタバコの花が咲く
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吉野川・紀の川流域の遺跡
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史
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の
川
流
域
の
遺
跡
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す

﹁
居
伝
城
は
ど
こ
？
﹂

﹁
居
伝
城
は
ど
こ
？
﹂

最
近
の
子
ど
も
ら
は
、
ほ
ん
ま
、
忙

し
い
な
ぁ
。
学
校
終
わ
っ
て
か
ら

で
も
、
塾
や
習
い
事
に
行
っ
た
り

し
て
、
大
人
よ
り
忙
し
か
っ
た
り
す
る
。
勉
強

も
大
事
や
と
思
う
け
ど
、
そ
れ
が
人
生
の
す
べ

て
で
は
な
い
と
思
う
ん
や
。子
ど
も
の
時
分
に
、

も
っ
と
ゆ
と
り
の
あ
る
、
遊
び
の
あ
る
時
間
を

持
た
な
い
と
あ
か
ん
と
思
う
。

学
校
あ
が
っ
て
就
職
し
た
ら
、
な
ん

か
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
な
か
な

か
時
間
を
と
る
こ
と
な
ん
て
で
き

へ
ん
。
遊
ぶ
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
遊

び
は
学
び
の
宝
庫
や
。
楽
し
く
遊
ぶ
な
か
で
、

い
ろ
ん
な
こ
と
に
挑
戦
し
て
み
た
り
、
失
敗
し

た
り
し
な
が
ら
、
自
分
で
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て

や
っ
て
み
る
こ
と
が
大
事
な
ん
や
。
大
人
に

な
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て

く
る
と
、
わ
し
は
思
う
。

わ
し
の
子
ど
も
時
分
は
、
遊
ぶ
と
い

え
ば
、
た
い
が
い
川
や
っ
た
。
夏

も
冬
も
魚
と
り
ば
っ
か
り
し
と
っ

た
な
ぁ
。
夏
場
は
そ
の
ま
ま
川
に
入
っ
て
潜
っ

た
り
す
る
け
ど
、
冬
場
は
寒
う
て
川
に
入
ら
れ

へ
ん
か
ら
、
自
分
で
作
っ
た
「
箱
メ
ガ
ネ
」
で

川
の
中
を
の
ぞ
い
て
、
魚
を
と
っ
た
り
し
て
ん

や
。
箱
メ
ガ
ネ
は
な
、
板
を
組
み
合
わ
せ
た
あ

と
、
底
に
ガ
ラ
ス
を
は
め
込
ん
で
完
成
す
る
ん

や
け
ど
、
水
が
入
ら
ん
よ
う
に
板
と
板
の
間
に

ロ
ウ
ソ
ク
の
ロ
ウ
を
た
ら
し
た
り
し
て
工
夫
し

た
な
。そ

の
箱
メ
ガ
ネ
を
持
っ
て
、
川
岸
に

つ
な
が
れ
て
る
筏
の
上
か
ら
川
の

中
を
の
ぞ
い
て
、
魚
を
見
つ
け
て

ヤ
ス
（
ヤ
リ
の
こ
と
）
で
魚
を
と
っ
て
い
た
。

こ
う
い
う
技
術
や
知
恵
は
、
待
っ
て
て
も
誰
か

が
教
え
て
く
れ
る
も
ん
で
も
な
い
。
だ
い
た
い

ガ
キ
大
将
ら
が
す
る
こ
と
を
じ
っ

と
見
て
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
自
分

の
も
ん
に
し
て
い
っ
た
。
じ
っ
と

見
て
な
、
な
ん
で
あ
あ
す
る
の
か
、

あ
あ
し
た
ら
ど
う
な
る
ん
や
ろ
う

か
、
と
、
考
え
も
っ
て
覚
え
た
ん

や
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
う
や
っ

た
ら
、
さ
ら
に
う
ま
く
い
く
や
ろ

な
と
、
自
分
な
り
に
い
ろ
い
ろ
考

え
て
み
た
も
ん
や
。

い
ま
の
時
代
や
っ
た
ら
、

誰
か
に
教
え
て
も
ら
え

る
ま
で
待
っ
て
い
る
わ

な
ぁ
。
自
分
で
考
え
た
り
、
尋
ね

て
き
た
り
す
る
子
は
少
な
い
と
思

う
。
で
も
な
、
実
は
そ
う
い
う
体

験
や
経
験
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
、「
智
恵
」
と

な
っ
て
、
生
か
さ
れ
て
い
く
ん
や
。

自
分
で
考
え
る
癖
を
つ
け
る
こ
と

で
、
ど
ん
な
場
面
に
遭
遇
し
て
も

な
、
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
と

る
。
せ
や
か
ら
、
子
ど
も
の
時
分

に
ど
れ
だ
け
遊
ん
ど
る
か
で
、
重

要
に
な
っ
て
く
る
ん
や
。

ま
た
わ
し
の
子
ど
も
の
時

分
の
話
に
も
ど
ろ
か

な
。
わ
し
の
住
ん
で
る

川
上
村
柏
木
は
、
も
う
知
っ
て
も

ろ
て
る
と
思
う
け
ど
、
山
ん
中
や
。

肉
も
魚
も
米
も
な
か
っ
た
。
な
ん

で
も
手
に
入
る
い
ま
か
ら
は
想
像

で
き
へ
ん
か
も
し
れ
ん
け
ど
、
月

に
数
回
、
行
商
の
人
が
売
り
に
来

て
く
れ
て
な
、
そ
こ
で
買
う
以
外

は
、
た
い
が
い
川
魚
も
肉
も
自
分

ら
で
獲
っ
た
。

肉
は
、
罠
を
仕
掛
け
て
な
、

ヤ
マ
ド
リ
や
キ
ジ
、
ウ
サ

ギ
を
獲
っ
て
自
分
で
料
理

し
て
食
っ
た
。
魚
は
川
で
ア
ユ
や
ア

マ
ゴ
、
ウ
グ
イ
な
ど
を
獲
っ
た
。
だ

い
た
い
行
商
の
人
が
持
っ
て
き
て
く

れ
る
の
は
、
尾
鷲
で
獲
れ
た
サ
ン
マ

や
イ
ワ
シ
の
干
物
か
、
塩
漬
け
さ
れ

た
サ
バ
や
シ
ャ
ケ
（
サ
ケ
）
や
っ
た
。

ア
ユ
や
ア
マ
ゴ
以
外
に
、
夏

は
川
ウ
ナ
ギ
、
冬
は
ウ
グ

イ
が
最
高
に
う
ま
か
っ
た

な
ぁ
。「
ヨ
ヅ
ケ
」
と
い
っ
て
な
、
夜

に
え
さ
つ
け
て
糸
を
川
に
つ
け
と
く

ん
や
。
そ
ん
で
朝
、
学
校
行
く
前
に

そ
れ
を
取
り
に
行
く
と
、
う
な
ぎ
が

か
か
っ
と
る
と
い
う
わ
け
や
。
え
さ

は
、
シ
マ
ミ
ミ
ズ
か
、
ヤ
マ
ミ
ミ
ズ
。

学
校
か
ら
帰
っ
て
き
た
ら
、
１
０
０

匹
ほ
ど
探
し
て
仕
掛
け
る
ん
や
。

特
に
な
、
ヤ
マ
ミ
ミ
ズ
は
、

ウ
ナ
ギ
が
よ
う
か
か
っ
た
。

別
名
シ
ー
ボ
ル
ト
と
い
っ

た
青
い
ミ
ミ
ズ
で
、
雨
降
っ
た
ら
、

よ
う
で
て
く
る
ん
や
。
石
を
ひ
っ
く

り
返
し
た
り
し
て
一
生
懸
命
、
ミ
ミ

ズ
と
っ
て
た
ら
、
大
峯
山
か
ら
降
り

て
き
た
行
者
さ
ん
に
、「
そ
れ
ど
な
い

し
て
食
べ
る
ん
や
」
と
聞
か
れ
た
こ

と
が
あ
っ
て
な
、「
こ
ん
な
も
ん
、
食

え
へ
ん
わ
」
と
言
い
返
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
わ
。
１
０
０
匹
仕
掛
け
て
、

だ
い
た
い
と
れ
る
の
が
３
〜
５
匹
。

ま
な
板
の
上
に
ウ
ナ
ギ
を
乗
せ
、
木

の
釘
で
頭
を
刺
し
て
か
ら
背
中
を
割

る
ん
や
。ウ
ナ
ギ
は
ぬ
る
ぬ
る
す
る
か
ら
、キ
ュ

ウ
リ
の
葉
っ
ぱ
で
押
さ
え
る
と
、滑
ら
へ
ん
で
、

あ
ん
じ
ょ
う
さ
ば
け
る
ん
や
。

他
に
「
モ
ド
リ
」
と
い
っ
て
な
、
竹

で
作
ら
れ
た
筒
状
の
も
の
も
仕
掛

け
て
た
。
こ
れ
は
雨
降
っ
て
大
水

が
で
る
や
ろ
、
そ
の
と
き
は
、「
モ
ド
リ
」
に

よ
う
入
っ
て
い
と
る
ん
や
。こ
の「
モ
ド
リ
」も
、

竹
割
っ
て
自
分
ら
で
編
ん
だ
も
ん
や
。
昔
の
人

が
作
っ
た
も
ん
を
手
本
に
同
じ
よ
う
に
作
っ
た

ん
や
け
ど
、
入
り
口
の
部
分
が
、
じ
ゃ
ば
ら
に

な
っ
て
て
、
一
度
、
入
っ
た
ら
、
出
ら
れ
へ
ん

よ
う
に
な
っ
と
る
。

よ
う
考
え
て
作
ら
て

た
も
ん
や
。
そ
う

や
っ
て
分
解
し
て
、

自
分
ら
で
道
具
も
つ

く
っ
て
き
た
ん
や
。

こ
う
や
っ
て
日
々
の

暮
ら
し
の
な
か
で
技

術
が
代
々
受
け
継
が

れ
て
き
た
ん
や
と
思

う
。さ

っ
き
、
経
験
や
体
験
が
「
智
恵
」

を
つ
く
る
と
い
っ
た
け
ど
、
そ
の

智
恵
を
生
か
す
方
法
を
学
ぶ
こ
と

が
自
然
の
中
で
遊
ぶ
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る

ん
や
。
何
年
か
前
に
な
、
伯
母
谷
覗
か
ら
大
普

賢
を
登
っ
た
２
人
の
高
校
生
が
遭
難
し
て
亡
く

な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
食
糧
も
あ
っ
た
ん
や

け
ど
、持
っ
て
い
た
火
を
全
部
使
っ
て
し
も
て
、

薪
に
で
も
火
を
つ
け
れ
た
ら
、
助
か
っ
て
た
か

も
し
れ
ん
。
知
識
だ
け
や
っ
た
ら
あ
か
ん
。
智

恵
や
技
術
を
実
行
で
き
る
経
験
を
、
遊
び
の
中

か
ら
学
ん
で
ほ
し
い
と
、
切
に
願
う
。

子どもたちに伝えたい「源流学」
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居伝城跡全景

中尾根の切岸と帯曲輪

居伝城縄張図
※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。



mori-to-mizu-no-genryu-kan

1

mori-to-mizu-no-genryu-kan

　

５
月
７
日
に
「
吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊　

吉
野
山
の
コ
ケ
を
し
ら
べ
よ
う
」
を
実
施
し
ま

し
た
。
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
大
人
か
ら

子
ど
も
ま
で
13
人
の
参
加
者
で
実
施
し
ま
し

た
。

　

こ
の
日
は
吉
野
山
の
入
口
、
七
曲
り
の
坂
の

コ
ケ
を
、
ル
ー
ペ
を
使
っ
て
観
察
し
ま
し
た
。

コ
ケ
植
物
は
苔
類
、
蘚
類
、
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
の
３

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
が
、
蘚
類
は
木

村
が
、
苔
類
・
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
は
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
大
阪
自
然
史
セ
ン
タ
ー
の
道
盛
さ
ん
が
観
察

を
指
導
し
ま
し
た
。

　

お
昼
か
ら
の
３
時
間
ほ
ど
で
、
約
30
種
を
観

察
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
じ
っ
く
り
と
小
さ

な
コ
ケ
を
観
察
し
ま
し
た
の
で
、
移
動
で
き
た

の
は
、
駅
か
ら
七
曲
り
の
坂
の
最
初
の
一
曲
が

り
目
の
坂
ま
で
で
し
た
。
普
通
に
歩
い
た
ら
５

分
ほ
ど
で
す
が
、
コ
ケ
を
観
察
し
な
が
ら
だ
と

２
時
間
以
上
か

か
り
ま
し
た
。

コ
ケ
を
用
い
た

大
気
判
定
も
行

い
、
周
辺
が
き

れ
い
な
空
気
で

あ
る
こ
と
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　　
　

８
月
５
日
に
実
施
し
、
午
前
・
午
後
の
部

に
分
け
て
実
施
し
ま
し
た
。
県
内
外
か
ら
90
人

の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。
谷
幸
三
先
生
（
奈

良
県
水
生
生
物
研
究
会
会
長
）
の
指
導
で
、
音

無
川
蜻
蛉
の
滝
付
近
の
水
生
生
物
を
採
集
・
観

察
し
、
水
質
を
判
定
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
き

れ
い
な
川
づ
く
り
の
た
め
の
環
境
学
習
も
行
い

ま
し
た
。
結
果
、
今
年
も
音
無
川
の
水
質
が
き

れ
い
な
こ
と
が
わ
か
り
よ
か
っ
た
で
す
。

　　

８
月
12
日
に
、
森
と
水
の
源
流
館
周
辺
で
実

施
し
、
45
人
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
伊
藤
ふ

く
お
先
生
、
古
山
暁
先
生
の
指
導
で
、
昆
虫
観

察
を
行
い
、
参
加
者
の
み
な
さ
ん
で
虫
を
探
し

て
、
身
近
な
虫
を
た
く
さ
ん
観
察
し
ま
し
た
。

ま
た
、観
察
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

川
上
村
か
ら
初
記
録
の
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
を
発

見
し
ま
し
た
。
大
滝
ダ
ム
建
設
に
伴
い
、
定
着

し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

森と水の源流館のまわりの虫をさがしました

川上村から記録のなかったトノサマガエル

雌器托を伸ばしたフタバネゼニゴケ

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

吉
野
山
の
コ
ケ
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

吉
野
山
の
コ
ケ
を

　
　
　
　し
ら
べ
よ
う

や
楽
器
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
楽
し
く

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
企
業
の
新

人
職
員
研
修
会
や
中
学
校
の
交
流
事
業
な
ど
で

も
、
こ
れ
ま
で
映
像
を
見
る
だ
け
で
あ
っ
た
空

間
が
、
セ
レ
モ
ニ
ー
や
レ
ク
チ
ャ
ー
、
意
見
交

換
な
ど
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
川
上
村
源
流
の
日

（
11
月
16
日
）
に
も
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま

し
た
。こ
の
よ
う
に
同
シ
ア
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

お
お
い
に
可
能
性
を
拓
い
て
き
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
可
能
性
を
拓
く
」
の
は
シ
ア
タ
ー

の
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
タ
ッ
フ
一

人
一
人
「
こ
れ
が
な
い
か
ら
で
き
な
い
、
や
ら

な
い
」
と
い
う
理
屈
を
考
え
る
前
に
、
や
り
た

い
こ
と
、
で
き
る
こ
と
に
ど
ん
ど
ん
挑
戦
し
て

い
く
、
限
ら
れ
た
人
材
が
最
大
限
に
い
か
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
目
標
で
す
。

　

筆
者
に
つ
い
て
は
・
・
今
年
も
こ
こ
ま
で
い

ろ
い
ろ
な
可
能
性
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
ま
た

機
会
が
あ
れ
ば
こ
の
ペ
ー
ジ
で
書
か
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
笑
）

　

私
た
ち
の
職
場
で
は
毎
年
度
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

掲
げ
て
、
ス
タ
ッ
フ
が
日
々
の
業
務
に
お
い
て

ひ
と
つ
の
視
点
と
し
て
常
に
意
識
し
、
具
現
化

と
行
動
化
そ
し
て
達
成
が
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
本
年
度
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
『
可
能

性
を
拓
く
。』
で
す
。「
使
い
き
れ
て
ま
す
か
？

こ
れ
ま
で
、
こ
れ
か
ら
。」
と
い
う
自
ら
へ
の

問
い
を
添
え
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
目
標
に
お
い
た
こ
と
は
、
森
と
水

の
源
流
館
と
本
財
団
の
15
周
年
に
あ
た
る
今
春

に
向
け
て
、
昨
年
度
後
半
に
改
修
工
事
が
行
わ

れ
た
源
流
の
森
シ
ア
タ
ー
の
こ
と
で
す
。
お
か

げ
ざ
ま
で
同
シ
ア
タ
ー
の
ジ
オ
ラ
マ
演
出
や
映

像
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
こ
れ
ま
で
も
観
て
い
た
だ

い
た
方
々
か
ら
は
高
い
評
価
を
い
た
だ
い
て
い

ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
学
校
遠
足
で
も
い
つ

も
印
象
に
残
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し

か
し
森
と
水
の
源
流
館
の
メ
イ
ン
空
間
で
あ
り

な
が
ら
、
活
用
す
る
時
間
帯
は
通
常
１
時
間
に

２
回
だ
け
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
さ
に
こ
の
空
間
の
可
能
性
を
も
っ
と
引

き
出
し
た
い
と
、
２
年
ほ
ど
前
か
ら
考
え
始

め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
実
験
を
繰
り
返
し
ま
し

た
。
照
明
機
材
や
音
響
機
器
を
持
ち
込
み
、
コ

ン
サ
ー
ト
や
人
形
劇
、
環
境
省
が
取
組
む
「
森

公
益
財
団
法
人

　吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　忠
大

事
務
局
長

『
可
能
性
を
拓
く
。』

『
可
能
性
を
拓
く
。』

〜
中
間
報
告
〜

〜
中
間
報
告
〜

里
川
海
」
の
全
国
的
な
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ど
れ
も

水
源
地
の
森
に
居
る
よ
う
な
雰
囲
気
で
、
森
と

水
の
源
流
館
な
ら
で
は
の
催
し
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。「
こ
れ
は
い
け
る
！
」
と
手
ご
た
え
を

も
っ
て
、
改
修
計
画
に
取
組
み
ま
し
た
。
決
し

て
華
や
か
な
改
修
で
な
く
、
講
演
会
や
コ
ン

サ
ー
ト
、
会
議
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
が
で

き
る
よ
う
照
明
の
明
る
さ
を
調
整
で
き
る
よ
う

に
し
た
だ
け
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

活
用
の
幅
が
広
が
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
こ
の
改
修
と
同
時
に
平
成
26
年
度
に
行
わ
れ

た
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
様
子
を
交
え

た
、
約
５
分
間
の
映
像
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
し

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
ジ
オ
ラ
マ
演
出
だ
け
で

は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
水
源
地
の
村
づ
く
り

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

で
は
本
年
度
に
入
り
、
こ
の
空
間
の
可
能
性

を
ど
れ
く
ら
い
拓
け
た
か
？

　

４
月
29
日
に
は
開
館
15
周
年
の
イ
ベ
ン
ト
を

行
い
ま
し
た
。
詳
し
く
は
前
号
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
ま
た
５
月
は
恒
例
の
「
お
は
な
し
カ
ー
ニ

バ
ルin

よ
し
の
」
で
の
ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト

開館 15 周年記念イベント

川上村源流の日 記念コンサート

企業研修での開会式の様子

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

水
生
生
物
を
し
ら
べ
よ
う

水
生
生
物
を
し
ら
べ
よ
う

〜
き
れ
い
な
吉
野
川
を
未
来
に
残
そ
う
〜

　

〜
き
れ
い
な
吉
野
川
を
未
来
に
残
そ
う
〜

　

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

8
月
６
日
土

調
査
結
果

きれいな水　（10種）
【水生昆虫】ヒゲナガカワトビケラ・ヘビトンボ・ミヤ
マカワトンボ・クロタニガワカゲロウ・ニンギョウトビ
ケラ・ミルンヤンマ※【甲殻類】サワガニ【魚類】アブ
ラハヤ・カワヨシノボリ【両生類】カジカガエル（オタ
マジャクシ・成体）

ややきれいな水　（7種）
【水生昆虫】アメンボ・コオニヤンマ・コヤマトンボ・
クロスジヘビトンボ※・モンカゲロウ※【貝類】カワニ
ナ【魚類】カワムツ【両生類】アカハライモリ（幼生）

よごれた水　（0種）　　
とてもよごれた水　（0種）

河川名：音無川（吉野川支流）   調査地点：あきつ橋
時刻：午前の部 10:30 ～ 11:00　午後の部 13:55 ～ 14:15
水温：午前の部 25℃（10:20）　   午後の部 26℃（13:55）

（※は午後の部でのみ見つかったもの）

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

身
近
な
虫
を
し
ら
べ
よ
う

身
近
な
虫
を
し
ら
べ
よ
う

8
月
12
日
土

甲虫のなかま ▶ オオセンチコガネ・スジコガネ・アオゴミムシ・アトボシゴミムシ・アオバアリ
ガタハネカクシ（毒）・クロウリハムシ・ナナホシテントウ・ルリボシカミキリ
バッタ・コオロギ・キリギリスのなかま ▶ エンマコオロギ・エゾエンマコオロギ？・モリオ
カメコオロギ・ショウリョウバッタ・ショウリョウバッタモドキ・イナゴの一種・マダラバッタ・
オンブバッタ・クルマバッタモドキ・クサキリ（幼虫）・キリギリス・ヒナバッタ・シバスズ・ツ
ユムシの一種・ウマオイ（幼虫）
トンボのなかま ▶ シオカラトンボ・ウスバキトンボ
ハチのなかま ▶ コアシナガバチ・キアシナガバチ・セグロアシナガバチ・トラマルハナバチ・ク
マバチ・エントツドロバチ・スズバチ・キイロスズメバチ
チョウのなかま ▶ ヤマトシジミ・ウラギンシジミ・アオスジアゲハ・ツマグロヒョウモン・キタ
キチョウ・イチモンジセセリ・クロコノマチョウ
セミのなかま ▶ ミンミンゼミ・アブラゼミ・ヒグラシ・ツクツクホウシ・アオバハゴロモ
カメムシのなかま ▶ マルカメムシ・シラホシカメムシ・ホソヘリカメムシ・ホソハリカメムシ・
オオクモヘリカメムシ・モンシロナガカメムシ・ホソカメムシ
その他 ▶ ヨコバイの一種・アワフキムシの一種
番外編 ▶ トノサマガエル（川上村で初の記録）

観
察
結
果

※順不同

[ 苔類 ] フルノコゴケ / カラヤスデゴケ /
ヤスデゴケ属 sp./ シゲリケビラゴケ / フ
タバネゼニゴケ /ウラベニジャゴケ
[ 蘚類 ] ヒメスギゴケ / ホウオウゴケ属
sp./ ナガバチヂレゴケ / エゾスナゴケ /
ハリガネゴケ / コバノチョウチンゴケ / カ
マサワゴケ / タマゴケ / カラフトキンモウ
ゴケ / ホソバオキナゴケ / サヤゴケ / ヒジ
キゴケ / キヨスミイトゴケ / エゾヒラゴケ
/ オオトラノオゴケ / ホソオカムラゴケ /
ラセンゴケ / トヤマシノブゴケ / ノミハニ
ワゴケ / ナガヒツジゴケ / ネズミノオゴケ
/ アオハイゴケ / コモチイトゴケ / ハイゴ
ケ /コクシノハゴケ /フトリュウビゴケ

＜観察できたコケ植物＞
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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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残
念
な
が
ら
、
９
月
に
予
定
し
て
い
た
川
上

村
で
の
交
流
は
台
風
の
接
近
に
よ
り
実
施
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
後
も
交
流
を
続
け
て
お

互
い
の
活
動
の
輪
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

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
。

　

初
夏
を
感
じ
始
め
る
陽
気
の
中
、
９
名
の
森

づ
く
り
の
仲
間
が
集
ま
り
、
作
業
を
行
い
ま
し

た
。
森
を
ぐ
る
り
と
一
周
見
回
る
と
、
尾
根
に

は
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
が
花
を
咲
か
せ
て
い
た
り
、
足

元
に
は
タ
ニ
ギ
キ
ョ
ウ
や
ヒ
メ
レ
ン
ゲ
が
顔
を

覗
か
せ
て
い
た
り
、
素
晴
ら
し
い
景
色
が
広
が

り
ま
す
。
し
か
し
、
自
然
は
時
に
恐
ろ
し
く
、

梅
雨
明
け
、
台
風
後
、
雪
融
け
の
頃
に
は
倒
木

や
落
石
が
多
く
あ
り
、
今
回
も
そ
れ
ら
を
取
り

除
き
、
歩
道
を
修
理
し
な
が
ら
進
み
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
小
屋
を
補
修
し
た
り
、
水
道
を
つ

な
ぎ
直
し
た
り
、
必
要
な
時
は
そ
の
場
で
木
を

伐
っ
て 

木
材
を
調
達
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

何
度
も
参
加
さ

れ
た
方
は
慣
れ

た
手
つ
き
で
て

き
ぱ
き
と
、
初

め
て
の
方
も
先

　

８
月
19
日
に
桜
井
市
三
谷
で
活
動
す
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
山
野
草
の
里
づ
く
り
の
会
と
の
交
流
会

を
、
実
施
し
ま
し
た
。
昨
年
度
に
引
き
続
き
２

回
目
の
交
流
で
す
。
桜
井
市
三
谷
は
大
和
川
の

源
流
に
あ
る
里
山
、
川
上
村
の
源
流
学
は
吉
野

川
源
流
の
二
次
林
に
あ
り
、
と
も
に
源
流
の
自

然
環
境
保
全
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
者
同
士

で
交
流
し
、
相
互
に
刺
激
し
あ
い
、
悩
み
を

共
有
し
、
よ
り
よ

い
活
動
が
で
き
れ

ば
と
い
う
こ
と
で

ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。

　

今
年
は
、
源
流

人
会
か
ら
６
人
が

参
加
し
、
三
谷
で

ソ
バ
畑
づ
く
り
な

ど
を
お
手
伝
い
し

ま
し
た
。
ビ
オ

ト
ー
プ
の
観
察
で

は
、
川
上
村
で
は

見
る
こ
と
の
で
き

な
い
ミ
ズ
カ
マ
キ

リ
な
ど
貴
重
な
生

き
物
も
観
察
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

輩
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
に
習
っ
た
り
、
見
様
見

真
似
た
り
で
、
上
手
く
で
き
る
範
囲
で
分
担
し

な
が
ら
一
緒
に
汗
を
流
し
ま
し
た
。 

　

こ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
春
の
山
菜
の
季
節
だ
っ

た
の
で
天
ぷ
ら
に
し
て
楽
し
も
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
現
地
で
採
れ
な
け
れ
ば
も
ち

ろ
ん
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
…
が
、
か
つ
て
ほ
ど
で

は
な
く
と
も
、
少
し
ず
つ
豊
か
さ
を
取
り
戻
し

て
き
た
源
流
学
の
森
に
は
、
ア
ケ
ビ
、
イ
ワ
タ

バ
コ
、
ウ
ワ
バ
ミ
ソ
ウ
、
コ
シ
ア
ブ
ラ
、
リ
ョ

ウ
ブ
と
色
々
な
森
の
恵
み
が
あ
り
ま
す
。
何
処

に
生
え
て
い
る
の
か
な
？
ど
ん
な
形
を
し
て
い

る
の
か
な
？
と
、
せ
っ
か
く
な
の
で
観
察
す
る

こ
と
も
忘
れ
ま
せ
ん
。
他
の
食
べ
方
が
あ
る
の

か
な
？
ど
の
よ
う
に
保
存
し
て
い
た
の
か
な
？

と
、
山
の
暮
ら
し
の
工
夫
や
知
恵
を
見
た
り
、

聞
い
た
り
、
体
験
し
た
り
、
そ
し
て
伝
え
て
い

く
こ
と
も
こ
の
取
り
組
み
で
大
切
な
こ
と
の
一

つ
で
す
。
源
流
の
水
で
い
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
ま
で

い
た
だ
き
、
お
な
か
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
と
こ

ろ
で
片
付
け
て
森
を
後
に
し
ま
す
。
あ
た
り
ま

え
で
す
が
、
こ
の
自
然
・
環
境
を
汚
す
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
使
用
済
み
の
油
は
古
紙

に
吸
わ
せ
て
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

山
野
草
の
里
交
流
会

山
野
草
の
里
交
流
会

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

ソバ畑を開墾するお手伝いをしま
した

ビオトープで自然観察ミズカマキリ発見




