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かけがえのない水を生む
源流の自然を愛し、源流を守り、育てる人です

集い、話し、遊び、学び、考え、触れ、交流し、
参加し、喜びを分かち合いながら、
源流を守り、育ててゆこうとする会です
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個人
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学生
団体
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水源地の森守募金
にご協力ください

もりもり

郵便振替 「水源地の森守募金」あて00950-2-331164

年会費

源流人
会とは

ともに源流学
を楽しみ学ぶ仲

間

を紹介ください

源流人
とは

ありがとうございました。
平成29年度、243,317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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作
業
拠
点
と
な
る
山
小
屋
や
途
中
の
林
道
な

ど
の
修
理
に
ス
ギ
材
や
ヒ
ノ
キ
材
を
使
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
源
流
人
会
会
員
さ
ん

や
、
川
上
村
大
好
き
さ
ん
な
ど
、
９
名
が
集
ま

り
、
人
工
林
の
間
伐
作
業
を
少
し
体
験
し
ま
し

た
。
体
験
の
指
導
も
、
源
流
人
会
会
員
さ
ん

で
、
林
業
に
携
わ
ら
れ
る
方
に
お
願
い
し
ま
し

た
。
間
伐
の
必
要
性
、作
業
手
順
や
安
全
管
理
、

手
入
れ
が
続
け
ら
れ
て
き
た
人
工
林
の
お
か
げ

で
木
材
の
他
に
も
水
や
空
気
な
ど
様
々
に
受
け

ら
れ
る
恩
恵
、
実
際
に
森
の
中
で
聞
く
話
か
ら

そ
の
大
切
さ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
り
ま
す
。
明

け
方
ま
で
降
り
続
い
た
雨
も
上
が
り
、
少
し
肌

寒
く
は
あ
り
ま
し
た
が
、
絶
好
の
作
業
日
和
と

な
っ
た
こ
の
日
、
参
加
者
の
皆
様
が
何
よ
り
も

楽
し
ん
で
お
ら
れ
た
の
が
皮
を
む
く
作
業
で
し

た
。

　

例
年
な
ら
ば
ま
だ
時
期
が
早
い
の
で
す
が
、

今
年
は
暖
か
か
っ
た
た
め
か
、
き
れ
い
に
む
く

　　　

源
流
学
の
森
づ
く
り
と
は
、
30
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
。

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
つ
る
つ
る
す
べ
す
べ
で

ず
っ
と
触
っ
て
い
た
く
な
る
感
触
で
す
。

　

材
と
し
て
利
用
す
る
場
合
、
間
伐
木
は
斜
面

上
側
へ
倒
し
ま
す
。
上
手
に
伐
れ
ば
、
根
元
の

方
が
切
株
に
乗
っ
た
状
態
に
な
り
ま
す
の
で
、

地
面
に
直
接
ふ
れ
ず
、
風
が
通
り
ま
す
。
そ
の

上
で
、
余
分
な
枝
を
落
と
し
、
樹
皮
を
む
い
て

お
く
と
、
残
っ
た
葉
か
ら
水
分
が
蒸
散
さ
れ
て

木
材
が
乾
燥
し
、
色
艶つ

や

が
良
く
な
り
ま
す
。
そ

ん
な
吉
野
林
業
の
歴
史
と
と
も
に
培つ

ち
かわ

れ
て
き

た
工
夫
も
「
知
る
」
と
「
す
る
」
で
は
大
き
な

違
い
で
す
。

　

む
い
た
皮
も
な
め
し
て
加
工
す
れ
ば
刃
物
入

れ
が
作
れ
ま
す
…
が
、
生あ

い
に
く憎

と
職
員
に
そ
の
器

用
さ
は
な
い
の
で
そ
の
ま
ま
自
然
に
返
し
ま
し

た
と
さ
。

　

川
上
村
に
は
手
つ
か
ず
の
森
も
再
生
し
つ
つ

あ
る
森
も
人
が
育
て
て
い
る
森
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
森
に
色
々
な
形
で
親
し
ん
で
い
た

だ
け
れ
ば
嬉う

れ

し
い
で
す
。

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

月

　日（
祝
）
　

５

３

サクラの樹幹にたくさん着いていたサヤゴケ

（苔類）
フルノコゴケ・カラヤスデゴケ・コハネゴケ・ジャ
ゴケ・アズマゼニゴケ
（蘚類）
エゾスナゴケ・チュウゴクネジクチゴケ・ハマ
キゴケ・サヤゴケ・コモチイトゴケ・バガハシ
ゴケ・ヒメシノブゴケ・オオトラノオゴケ・タ
マゴケ・コクシノハゴケ・ネズミノオゴケ・ミ
ヤマサナダゴケ・ヒロハツヤゴケ・アオハゴケ・
フトリュウビゴケ・トヤマシノブゴケ・ナガヒ
ツジゴケ・ナガバチヂレゴケ
（順不同）

観察したコケ　24種
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川
上
村
は
、
ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
野
生
南
限
に

な
っ
て
い
る
貴
重
な
生
息
地
で
す
。
最
近
ま
で

は
、
和
歌
山
県
の
龍
門
山
が
南
限
で
し
た
が
、

数
が
減
っ
て
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
地
元

の
自
然
保
護
団
体
な
ど
が
奈
良
県
葛
城
山
の
ギ

フ
チ
ョ
ウ
を
放
蝶
す
る
取
り
組
み
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
個
体
群
が
定
着
し
、
あ
る
い
は
残
っ

て
い
た
も
の
と
雑
種
と
な
っ
て
、
現
在
で
は
ギ

フ
チ
ョ
ウ
の
姿
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
も
と
も
と

生
息
し
て
い
た
個
体
群
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
（
一
社
）
か
わ
か
み
ら
い
ふ
さ
ん
の
協
力
で
、

北
和
田
の
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
そ
の
周

辺
で
開
催
し
ま
し
た
。
午
前
中
は
、
川
上
村
に

お
け
る
ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
再
発
見
者
で
も
あ
る
伊

藤
ふ
く
お
さ
ん
に
ギ
フ
チ
ョ
ウ
や
川
上
村
の
大

切
な
虫
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
午
後
か
ら
は
、
周
辺
で
ギ
フ
チ
ョ
ウ
を
探

し
つ
つ
の
春
の
昆
虫
観
察
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
　

吉
野
山
の
玄
関
口
、
近
鉄
吉
野
駅
か
ら
七

曲
り
の
坂
ま
で
の
コ
ケ
を
道
盛
正
樹
さ
ん
（
認

定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
大
阪
自
然
史
セ
ン
タ
ー
）
と
木

村
で
案
内
し
な
が
ら
、
19
人
の
参
加
者
の
皆
さ

ん
と
一
緒
に
観
察
し
て
い
き
ま
し
た
。
吉
野
山

は
吉
野
熊
野
国
立
公
園
内
に
あ
り
、
日
本
を
代

表
す
る
自
然
の
風
景
地
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い

ま
す
。
環
境
省
近
畿
地
方
環
境
事
務
所
吉
野
自

然
保
護
官
事
務
所
の
青
谷
克
哉
自
然
保
護
官
補

佐
か
ら
、
ま
ず
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
の
説
明

を
聞
い
た
後
、
観
察
を
は
じ
め
ま
し
た
。

　

天
候
に
も
恵
ま
れ
て
、
吉
野
駅
か
ら
七
曲
り

の
坂
ま
で
の
コ
ケ
を
観
察
し
ま
し
た
。
樹
木
に

生
え
る
コ
ケ
に
よ
っ
て
、
大
気
汚
染
の
程
度
が

わ
か
る
こ
と
な
ど
も
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
神

社
の
手
水
鉢
に
は
吉
野
川
源
流
の
沢
沿
い
で
多

く
見
ら
れ
る
ア
オ
ハ
イ
ゴ
ケ
が
た
く
さ
ん
生
え

て
、
き
れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

り
ま
し
た
。
ゆ
っ
く
り
、
じ
っ
く
り
観
察
し
た

結
果
、
七
曲
り

の
坂
の
一
曲
が

り
も
で
き
ず
に

時
間
が
来
て
し

ま
い
、
終
了
と

な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

森
と
水
の
源
流
館
か
ら
丹
生
川
上
神
社
上

社
ま
で
の
間
を
、
講
師
の
伊
藤
ふ
く
お
先
生
、

笹
野
義
一
先
生
に
教
わ
り
な
が
ら
、
野
鳥
や

虫
を
中
心
に
い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
を
じ
っ
く

り
と
12
人
の
参
加
者
と
一
緒
に
観
察
し
ま
し

た
。

　

野
鳥
の
方
で
は
、
オ
オ
ル
リ
や
ア
カ
ゲ
ラ
が

近
く
ま
で
来
て
い
て
、
鳴
き
声
を
じ
っ
く
り
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
観
察
で
き
る
と
こ

ろ
ま
で
や
っ
て
き
て
く
れ
な
か
っ
た
の
が
残
念

で
し
た
が
、
川
上
村
の
中
心
部
で
も
あ
る
こ
の

辺
り
に
も
、
た
く
さ
ん
の
生
き
物
が
く
ら
し
て

い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
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樹幹のコケの説明を聞いています

キリの花が満開でした

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

ギ
フ
チ
ョ
ウ
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

ギ
フ
チ
ョ
ウ
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

４
月

　日
21

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

野
鳥
や
虫
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

野
鳥
や
虫
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

４
月

　日
28

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

５
月

　日
６

方
で
す
。
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
こ
の
取
組

み
を「
地
域
循
環
共
生
圏
」の
創
造
と
い
う
テ
ー

マ
で
紹
介
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
光

栄
で
す
。

根
本
は
『
川
上
宣
言
』

　

そ
し
て
、
い
つ
も
私
の
心
に
あ
る
『
川
上
宣

言
』
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
１
番
目
の
「
下
流

に
は
い
つ
も
き
れ
い
な
水
を
流
し
ま
す
」
の
お

も
い
を
流
域
の
人
々
と
共
有
す
る
こ
と
を
め
ざ

し
て
コ
ツ
コ
ツ
と
取
組
ん
で
き
た
結
果
、
ず
っ

と
遠
い
目
標
と
思
っ
て
き
た
宣
言
の
５
番
目
に

あ
る
「
地
球
環
境
に
対
す
る
人
類
の
働
き
か
け

の
す
ば
ら
し
い
見
本
に
な
る
よ
う
努
め
ま
す
」

に
近
づ
け
た
こ
と
が
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
み
な
さ
ま
と
い
っ
し
ょ
に
取
組
み

を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ

応
援
く
だ
さ
い
。

環
境
白
書
っ
て
！？

　
「
○
○
白
書
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
政
府
各
省
庁
の
分

野
ご
と
に
、
そ
の
年
の
状
況
や
活
動
、
将
来
の

方
向
性
な
ど
を
ま
と
め
た
国
の
公
式
文
書
で

す
。
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
で
は
表
紙
が
白
色
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
白
書
と
呼
ば
れ
る
と
の
こ

と
。
こ
の
た
び
、
環
境
省
に
よ
る
平
成
30
年
版

環
境
白
書
・
循
環
型
社
会
白
書
・
生
物
多
様
性

白
書
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
会
に
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

流
域
連
携
の
先
進
事
例
と
し
て

　

本
年
の
白
書
で
は
、「
地
域
循
環
共
生
圏
の

創
出
に
よ
る
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
」
を

テ
ー
マ
と
し
て
、
第
五
次
環
境
基
本
計
画
（
平

成
30
年
４
月
閣
議
決
定
）
で
提
唱
さ
れ
た
「
地

域
循
環
共
生
圏
」
の
創
造
に
向
け
て
、
地
域
資

源
を
持
続
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
地
域
に
活
力

を
も
た
ら
す
取
組
や
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
転

換
に
向
け
た
取
組
等
に
つ
い
て
、
我
が
国
で
既

に
始
ま
っ
て
い
る
先
進
的
な
取
組
事
例
等
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。

環
境
白
書
に
掲
載
！

〜
地
域
循
環
共
生
圏
を
テ
ー
マ
に
先
進
的
取
組
と
し
て
〜

〜
地
域
循
環
共
生
圏
を
テ
ー
マ
に
先
進
的
取
組
と
し
て
〜

公
益
財
団
法
人

　吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　忠
大

事
務
局
長

　

な
ん
だ
か
難
し
い
言
い
方
で
す
が
、「
地
域

循
環
共
生
圏
」
を
私
た
ち
の
地
域
の
こ
と
で

言
う
と
「
流
域
圏
」。
つ
ま
り
吉
野
川
・
紀
の

川
の
上
流
か
ら
下
流
の
地
域
を
県
や
市
町
村
の

枠
を
超
え
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
川
上
村
が
以
前
か
ら
唱
え
、
私
た
ち
の
財

団
が
具
体
的
行
動
と
し
て
き
た
「
流
域
連
携
」

の
お
は
な
し
で
す
。

「
紀
の
川
じ
る
し
」
の
旗
の
も
と
！

　

こ
の
環
境
白
書
で
先
進
事
例
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
た
の
は
、「
紀
の
川
じ
る
し
」
の
取
組

で
す
。
紀
の
川
と
い
う
１
本
の
川
が
つ
な
ぐ
地

域
、
上
流
・
中
流
・
下
流
そ
れ
ぞ
れ
で
林
業
、

農
業
、
漁
業
と
い
う
質
の
高
い
第
一
産
業
が
営

ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
持
続
す
る
こ

と
で
流
域
の
水
環
境
や
景
観
・
風
土
そ
し
て
生

業
を
守
り
育
て
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
そ
ん
な
思
い
を
消
費
者
が
選
択
す
る
行
動

と
し
て
働
き
か
け
て
い
ま
す
。「
紀
の
川
じ
る

し
」
の
旗
の
も
と
に
、
流
域
の
生
産
者
や
加
工

事
業
者
が
集
い
仲
間
と
な
っ
て
活
動
の
輪
を
広

げ
て
い
ま
す
。
川
上
村
で
は
地
域
お
こ
し
協
力

隊
が
立
ち
上
げ
た
「
や
ま
い
き
市
」
で
流
域
の

産
品
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
「
紀
の

川
じ
る
し
の
見
本
市
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
毎

年
春
に
紀
の
川
市
内
に
お
い
て
開
催
し
て
い
ま

す
。最
近
の
話
題
で
言
え
ば
、川
上
村
で
始
ま
っ

た
ダ
ム
カ
レ
ー
。
そ
こ
に
流
域
の
産
品
を
使
う

こ
と
が
条
件
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
り
、
こ
の
企

画
に
紀
ノ
川
農
業
協
同
組
合
の
直
売
所
に
あ
る

カ
フ
ェ
の
ス
パ
イ
ス
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
関

わ
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
財
団

は
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
地
道
に
活

動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

　
「
紀
の
川
じ
る
し
」
は
単
な
る
物
産
の
こ
と

だ
け
で
は
な

く
、
行
政
枠
で

は
解
決
が
困
難

な
地
域
の
課
題

を
「
流
域
圏
」

と
い
う
新
し
い

考
え
方
で
捉

え
、「
み
ん
な

で
考
え
て
い
こ

う
」「
き
っ
と
、

で
き
る
こ
と
が

あ
る
は
ず
」
を

目
指
し
た
考
え

「紀の川じるし」の詳しくは動画で
https://www.youtube.com/watch?v=JKdaYFkNkg0

（コウチュウのなかま）
シロテンハナムグリ・コアオハナムグリ・ルイスアシナガ
オトシブミ・アシナガオトシブミ・ヒメクロオトシブミ・
オオセンチコガネ・ヒメアカホシテントウ
（チョウのなかま）　ヤマトスジグロシロチョウ・スギタニ
ルリシジミ・トラフシジミ・ヤマトシジミ・ベニシジミ・
アカタテハ・モンシロチョウ・キタキチョウ・ツマキチョウ・
コツバメ・テングチョウ・ルリタテハ
（ハチのなかま）　キムネクマバチ・キイロスズメバチ・セ
グロアシナガバチ
（カメムシのなかま）　クサギカメムシ・オオメナガカメム
シ・チャバネアオカメムシ

観察した生物　25種

【野鳥】10種　イソヒヨドリ・ヒガラ・アカゲラ・オオルリ・トビ・
ハシブトガラス・ウグイス・ツツドリ・ツバメ・イワツバメ
【昆虫】30 種　（コウチュウのなかま）ヒメクロオトシブミ・
オオセンチコガネ・ナミテントウ・ナナホシテントウ・コアオハ
ナムグリ・アシナガオトシブミ
（チョウのなかま）テングチョウ・モンシロチョウ・クロアゲハ・
コミスジ・ベニシジミ・アカタテハ・アサギマダラ・ヤマトシジミ・
トラフシジミ・クロコノマチョウ・ムラサキシジミ・イカリモン
ガ
（ハチのなかま）クロヤマアリ・クロオオアリ・セグロアシナガバチ・
ウマノオバチ・キムネクマバチ・ムモンホソアシナガバチ
（カメムシのなかま）チャバネアオカメムシ・クサギカメムシ・オ
オメナガカメムシ・ノコギリヒラタカメムシ・アカサシガメ
（ハサミムシのなかま）コブハサミムシ

観察した生物

（上）ギフチョウ　（下）ナミアゲハ
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平
成
30
年
は
、
丹に

う
か
わ
か
み

生
川
上
神
社
上
社
が
現
在

地
に
遷
座
し
て
20
年
目
の
記
念
の
年
で
、
５
月

20
日
に
は
「
遷
座
二
十
年
奉
祝
大
祭
」
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
丹
生
川
上
神
社
」
は
、
天
武
天
皇
（
在
位

６
７
３
～
６
８
６
年
）
が
、
夢
の
お
告
げ
を
も

と
に
創
祀
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
古
い
神
社
で

す
。

　

奈
良
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
、
国
が
水
の

祭
祀
を
行
っ
た
由
緒
を
持
ち
、
現
在
、
川
上
村
・

東
吉
野
村
・
下
市
町
に
、
上
社
・
中
社
・
下
社

の
三
社
に
分
か
れ
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
丹
生
川
上
神
社
」
に
関
す
る
記
録
が
残
る

の
は
、
奈
良
時
代
の
天
平
宝
字
七
年
（
７
６
３

年
）
か
ら
で
、
以
降
、
歴
史
書
や
儀
式
書
に
頻

繁
に
登
場
し
ま
す
が
、
室
町
時
代
に
祭
祀
が
途

絶
え
る
と
、
場
所
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
江
戸
時
代
以
降
、
所
在
地
の
探
索
が
な
さ

れ
、
川
上
村
・
東
吉
野
村
・
下
市
町
の
候
補
地

に
分
け
て
祀
ら
れ
た
の
が
、三
社
の
由
来
で
す
。

　

上
社
は
大
滝
ダ
ム
建
設
に
伴
っ
て
遷
座
す
る

こ
と
に
な
り
、
旧
境
内
地
が
発
掘
調
査
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
上
社
の
場
所
は
奈
良
時
代

に
は
既
に
祭
祀
の
場
と
な
り
、
平
安
時
代
後
期

に
石
敷
き
が
作
ら
れ
、
そ
の
上
に
、
鎌
倉
・
室

町
・
江
戸
時
代
に
社
殿
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
対
岸
の
森
林
を
伐
採
し

た
と
こ
ろ
、
社
殿
の
背
後
に
巨
大
な
白
い
岩
が

あ
り
、
そ
の
岩
と
白
屋
岳
と
吉
野
川
の
淵
を
拝

め
る
位
置
を
選
ん
で
社
殿
が
建
て
ら
れ
た
事
も

分
か
り
ま
し
た
。

　

古
く
か
ら
山
や
森
林
は
、
水
神
が
住
む
場
と

し
て
祭
祀
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
最
古

の
神
社
の
一
つ
、
大お

お
み
わ神

神
社
（
桜
井
市
）
は
、

三
輪
山
を
ご
神
体
と
し
て
い
ま
す
。
上
社
も
、

白
屋
岳
を
ご
神
体
と
し
た
、
水
神
を
祀
る
古
い

神
社
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
上
社
に
参
拝
す
る
と
２
つ
の
馬
の
像

が
目
に
入
り
ま
す
。
こ
れ
は
雨
を
降
ら
せ
た
い

時
に
は
黒
馬
を
、
止
ま
せ
た
い
時
は
白
馬
を

「
丹
生
川
上
神
社
」
に
奉
納
し
た
故
事
に
基
づ

い
て
い
ま
す
。

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
各
地
に
は
、
水
神
と
馬

に
関
わ
る
神
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば

『
西
遊
記
』
で
の
三
蔵
法
師
の
乗
馬
は
、
西
海

竜
王
の
子
の
化
身
で
す
。
水
神
と
馬
が
交
わ
る

と
名
馬
（
竜
馬
）
が
生
ま
れ
る
と
い
う
話
も
あ

り
ま
す
。
河
童
が
馬
を
川
に
引
き
込
む
伝
説
が

多
い
の
は
、
水
神
（
竜
・
河
童
）
と
馬
と
の
相

性
の
良
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

上
社
の
発
掘
調
査
で
は
、
塩
を
入
れ
て
い
た

古
代
の
土
器
（
製
塩
土
器
）
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
塩
は
馬
の
飼
育
に
必
要
不
可
欠
で
、
古
代

の
牧
場
は
塩
を
含
む
温
泉
の
場
所
を
選
ん
で
作

ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
程
で
す
（
註
１
）。

「
丹
生
川
上
神
社
」
の
境
内
で
馬
が
飼
わ
れ
て

い
た
記
録
も
あ
る
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ

の
土
器
は
馬
の
飼
育
に
関
わ
る
も
の
な
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

　

３
年
間
に
わ
た
る
発
掘
調
査
で
も
、
上
社
が

「
丹
生
川
上
神
社
」
で
あ
る
と
の
確
証
は
得
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
少
な
く
と
も
奈
良
時
代

に
は
、
吉
野
川
上
流
の
川
上
村
の
地
が
、
水
の

神
を
祀
る
特
別
な
場
所
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
す
。

　

か
つ
て
の
上
社
は
現
在
、
お
お
た
き
龍
神
湖

の
浮
島
の
下
に
眠
り
、
毎
年
７
月
に
は
、
竜
神

が
湖
か
ら
上
社
に
登
っ
て
い
く
姿
を
灯
篭
で
表

し
た
七
夕
灯
篭
祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
上
社
に
お
参
り
し
て
、
現
代
に
繋
が
る

水
源
地
の
歴
史
を
体
感
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

註
１

橋
本
裕
行
氏（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
）

川
上
村
歴
史
講
座
「
温
泉
考
古
学
事
始
」

（
２
０
１
６
年
２
月
20
日
）
で
の
講
演
に
よ
る
。

参
考
文
献

『
宮
の
平
遺
跡
Ⅰ
』
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記

念
物
調
査
報
告　

第
84
冊　

２
０
０
３　

奈
良

県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編

石
田
英
一
郎　

１
９
９
４
『
新
版 

河
童
駒
引

考　

比
較
民
族
学
的
研
究
』
岩
波
書
店

5

吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
二
八
歴
史
担
当
の
成
瀬
匡
章
が
、
吉
野
川
・
紀
の
川
流
域
の
遺
跡
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す

﹁
丹
生
川
上
神
社
上
社
﹂

﹁
丹
生
川
上
神
社
上
社
﹂

７
月
に
入
る
と
、
わ
が
家
で
は
「
小

麦
餅
」
を
作
る
。
み
ん
な
は
、「
小

麦
餅
」
を
知
っ
と
る
や
ろ
か
。
こ

れ
は
な
、
つ
ぶ
し
た
小
麦
を
使
っ
て
作
る
餅
で

な
、
奈
良
の
郷
土
料
理
で
も
あ
る
ん
や
。
６
月

の
半
ば
に
は
、
だ
い
た
い
小
麦
の
収
穫
が
終
わ

り
、
田
植
え
も
一
段
落
す
る
こ
ろ
に
、
作
る
餅

で
、夏
至
か
ら
数
え
て
11
日
目
の
「
半
夏
生
（
は

ん
げ
し
ょ
う
）」の
こ
ろ
に
食
べ
る
餅
か
ら
、「
は

げ
っ
し
ょ
餅
」
と
も
言
わ
れ
と
る
。
ま
ぁ
、
わ

し
ら
は
「
小
麦
餅
」
と
言
う
と
る
け
ど
な
。

わ
し
ら
柏
木
（
川
上
村
）
で
は
、
米

は
作
ら
れ
へ
ん
だ
け
ど
、
小
麦
や

大
麦
、
粟
、
キ
ビ
な
ど
、
な
ん
で

も
作
っ
て
た
。
子
ど
も
の
こ
ろ
、
よ
う
麦
踏
み

し
て
た
な
ぁ
。
踏
め
へ
ん
だ
ら
、
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ

ろ
の
麦
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、「
麦
踏
み
ほ
ー

い
」
と
い
う
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
し
っ
か
り
踏

ん
だ
こ
と
を
覚
え
と
る
。
で
も
「
麦
踏
み
ほ
ー

い
」
と
い
う
歌
は
ど
ん
な
歌
や
っ
た
か
は
あ
ん

ま
り
覚
え
て
へ
ん
け
ど
な
。

食
べ
も
ん
の
こ
と
は
、
お
か
ち
ゃ
ん

（
嫁
）
が
先
生
や
か
ら
、「
お
い
、

小
麦
餅
、
ど
な
い
作
る
か
、
ち
ょ
っ

と
説
明
し
て
く
れ
へ
ん
か
」。

お
か
ち
ゃ
ん
の
話
）
小
麦
餅
は
、
小

麦
を
つ
ぶ
し
た
も
の
と
餅
米
を
一

緒
に
入
れ
て
つ
い
て
作
っ
て
、
そ

れ
を
豆
の
粉
に
つ
け
て
、
食
べ
て
ん
や
。
分
量

は
な
、
餅
米
１
升
に
、
つ
ぶ
し
た
小
麦
５
合
の

割
合
で
、
米
が
貴
重
だ
っ
た
昔
は
、
も
ち
米
と

つ
ぶ
し
た
小
麦
が
半
々
や
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
。作

り
方
は
お
餅
と
一
緒
で
な
、
餅
米

は
よ
く
洗
っ
て
一
晩
水
に
つ
け
た

後
、
ざ
る
に
上
げ
て
水
を
よ
く
き
っ

て
、
そ
の
上
に
、
さ
っ
と
洗
っ
た

つ
ぶ
し
た
小
麦
を
の
せ
て
、
一
緒

に
蒸
し
て
、
あ
と
は
よ
く
つ
く
ん

や
。
小
麦
の
餅
は
、
夏
の
餅
と
言

わ
れ
て
て
な
、
昔
は
、
柿
の
葉
に

小
麦
餅
を
の
せ
て
、
神
さ
ん
に
お

供
え
し
て
い
た
ん
や
で
。

お
お
き
に
よ
」。
わ
が
家

は
、
お
か
あ
（
母
親
）

が
や
っ
て
き
た
こ
と

を
、
お
か
ち
ゃ
ん
（
嫁
）
が
、
同

じ
よ
う
に
や
っ
て
く
れ
る
か
ら
、

あ
り
が
た
い
ん
や
。
わ
し
の
子
ど

も
ら
も
、
そ
と
（
村
外
）
に
出
て

行
っ
た
け
ど
、
餅
作
っ
た
り
、
ち

ま
き
作
っ
た
り
し
た
ら
、お
か
ち
ゃ

ん
が
送
っ
と
る
か
ら
、
そ
の
味
は

よ
う
知
っ
と
る
。
や
け
ど
、
嫁
や

孫
ら
が
、
お
ん
な
じ
よ
う
に
作
れ

る
か
と
言
う
た
ら
、
も
う
無
理
や

な
。
都
会
で
は
、
田
舎
と
お
ん
な

じ
よ
う
に
、
季
節
の
も
の
（
植
物
）

を
使
い
な
が
ら
、
何
か
す
る
方
が

難
し
い
わ
。
残
念
な
こ
と
や
け
ど
。

小
麦
餅
や
け
ど
、
わ
し
ら

若
い
時
分
は
、
麦
を
つ

ぶ
さ
ん
と
、
ま
る
っ
ぽ

だ
け（
つ
ぶ
さ
ず
、そ
の
ま
ま
の
麦
）

で
、や
っ
て
ん
。
や
か
ら
、も
っ
と
、

ぶ
つ
ぶ
つ
し
て
い
て
、
食
う
た
ら
、

も
ら
も
ら
し
と
っ
た
わ
。い
ま
や
っ

た
ら
、
つ
ぶ
し
た
小
麦
を
使
う
さ

か
い
、
餅
つ
い
と
る
間
に
、
形
が

の
う
な
っ
て
、
食
べ
や
す
く
な
っ

と
る
。

こ
の
つ
ぶ
し
た
小
麦
は
、
冷

凍
し
て
保
存
し
と
る
。
小

麦
餅
の
後
に
作
る
餅
が
、

「
土
用
の
は
ら
わ
た
餅
」。
ま
ぁ
、
あ

ん
つ
け
餅
や
。
丸
め
た
餅
の
回
り
を
、

あ
ん
こ
で
ぐ
る
っ
と
巻
い
た
餅
や
。

な
ん
で
「
は
ら
わ
た
」
と
言
っ

た
の
か
、
よ
う
分
か
ら
ん
。

お
か
ち
ゃ
ん
（
嫁
）
の
里

は
、「
は
ら
わ
た
餅
」
と
は
言
っ
て
な

か
っ
た
そ
う
や
け
ど
、
う
ち
の
母
親

や
、
川
上
で
は
、
そ
う
言
っ
て
い
た
。

こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
小
麦
粉
入
れ
て
や

ろ
こ
う
し
と
る
。
息
子
ら
が
好
き
や
っ

た
か
ら
、
山
の
神
さ
ん
へ
の
お
供
え

の
と
き
と
か
に
、
お
か
ち
ゃ
ん
（
嫁
）

が
余
分
に
作
っ
て
た
そ
う
や
。

お
供
え
用
の
お
餅
は
、
だ
い

た
い
２
升
で
作
る
ん
や
け

ど
、
余
っ
た
餅
の
と
こ
ろ

に
、
普
通
の
お
茶
碗
に
、
８
分
ほ
ど

の
め
り
ん
け
ん
粉
を
水
で
と
い
た
も

の
を
混
ぜ
て
、
つ
き
直
し
、
そ
れ
を

よ
う
か
ん
流
し
の
と
こ
ろ
に
入
れ
て

固
め
と
く
ん
や
。
こ
う
し
と
く
と
、

３
日
も
４
日
も
、
や
ろ
こ
い
ま
ま
持

つ
ん
や
。
そ
れ
を
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
さ

ん
は
、
や
ろ
う
こ
う
す
る
た
め
に
、

添
加
物
を
入
れ
た
り
す
る
。
家
で
作
っ

た
も
ん
は
安
全
で
安
心
や
。

は
ら
わ
た
餅
の
あ
ん
こ
は
、
わ
し
の

と
こ
ろ
は
、
こ
し
あ
ん
で
ま
ぶ
す
。

粒
あ
ん
も
あ
る
け
ど
、
わ
し
の
と

こ
ろ
は
、
何
で
も
こ
し
あ
ん
や
な
ぁ
。
小
豆
１

升
と
た
っ
ぷ
り
の
水
で
、
や
ろ
こ
う
な
る
ま
で

炊
い
て
、
や
ろ
こ
う
な
っ
た
ミ
キ
サ
ー
に
か
け

て
、
袋
に
入
れ
て
絞
っ
た
の
が
、
あ
ん
。
水
と

あ
ん
が
分
離
す
る
か
ら
、
あ
く
抜
き
は
し
と
ら

ん
ら
し
い
。
常
々
、
た
っ
ぷ
り
の
水
を
使
い
な

が
ら
、
炊
く
そ
う
や
。
そ
の
あ
ん
と
砂
糖
１
ｋ

ｇ
で
、
火
に
か
け
て
、
こ
し
あ
ん
を
つ
く
る
。

こ
こ
で
は
白
砂
糖
を
使
う
け
ど
、
ほ
か
の
豆
を

炊
く
時
は
、わ
が
家
は
氷
砂
糖
を
使
う
そ
う
や
。

氷
砂
糖
の
方
が
味
が
し
つ
こ
う
な
く
て
、
う
ま

い
ん
や
と
。

生
活
の
知
恵
は
、
昔
の
人
に
教
え
て

も
ら
わ
な
あ
か
ん
。
今
の
人
は
す

ぐ
分
量
は
ど
の
く
ら
い
と
聞
く
が
、

こ
ん
な
の
は
経
験
か
ら
わ
か
っ
て
く
る
こ
と

や
。
昔
は
、「
野
良
の
節
句
働
き
」
と
言
っ
て

な
、
節
句
の
日
に
働
い
た
ら
な
、
揶
揄
さ
れ
た
。

仕
事
を
休
ん
で
、
み
ん
な
で
お
祝
い
し
と
っ
た

よ
。
節
目
、
節
目
に
休
ん
で
お
祝
い
す
る
風
習

が
あ
っ
た
な
ぁ
。
こ
う
い
う
こ
と
も
、
も
ち
を

作
っ
た
り
し
な
が
ら
、
伝
統
や
行
事
が
残
っ
て

い
く
ん
や
。
民
俗
学
を
し
て
い
た
大
学
の
先
生

が
、
お
年
寄
り
が
１
人
な
く
な
っ
た
ら
、
文
化

風
習
が
な
く
な
り
、
そ
れ
に
付
随
し
た
も
の
ま

で
消
え
て
い
く
と
い
っ
た
。
日
本
の
伝
統
行
事

は
、
自
然
界
の
旬
と
合
致
し
と
っ
て
、
わ
し
ら

の
暮
ら
し
や
食
べ
物
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
そ

の
と
き
、
そ
の
と
き
の
旬
に
合
わ
せ
て
食
べ
も

の
を
作
っ
た
り
、
ま
つ
り
ご
と
を
し
た
り
す
る

こ
と
の
大
事
さ
を
、
も
う
一
度
、
思
い
返
し
て

ほ
し
い
と
思
う
。

子どもたちに伝えたい「源流学」
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図１　遷座前の丹生川上神社上社

小麦餅に使うつぶした麦。
冷凍保存が可能。

図２　平安時代の石敷き遺構（拝殿前に移築）

※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。

（

「



　イネの早苗の時期に姿を現すことから名付けられま
した。近年、全国的に個体数を減少させている種で、奈良
県レッドデータブックでは希少種に選定されています。太
くて短い独特のフォルムは、太い釘のようであり、サナ
エトンボ科の科名が、古代ギリシャ語の楔や釘を意味す
る言葉から由来して G

ゴ ン プ ス

omphus になったことにうなずけ
ます。ホンサナエの生息する河川には同

どうしょてき

所的にアオサナ
エとアオハダトンボが生息している場合が多いです。

体長：約 48 ｍｍ～ 52 ｍｍ
出現時期：４月中旬～６月
　

　成虫の尾
び ぶ ふ ぞ く き

部付属器が長いことから名付けられました。
夏の終わりまで姿を見ることができる種で個体数も多く、

河川敷で脱殻採集をしていると、石にくっついている
脱殻のほとんどがオナガサナエであり、途中でうんざ
りしてしまうこともしばしば。それでも成虫の姿を見
ると妙に嬉しくなってしまうのは、この種の格好良さ
のなせる業だと思います。

体長：約 58 ｍｍ～ 66 ｍｍ
出現時期：５月下旬～９月下旬

　昔の人は、大きなトンボを蜻蜒（エンバ・ヤンマ）と
よんでいました。そのため、ヤンマ科でもなければオニ
ヤンマ科でもない、サナエトンボ科の大形種であるコオ
ニヤンマにも蜻蜒の名が付けられています。枝先にぶら
下がって止まらず、河川の石や植物に腕立て伏せをする
ように止まること、複眼が離れていること、小顔なこと
から、オニヤンマと区別できます。

体長：約 78 ｍｍ～ 92 ｍｍ
出現時期：５月下旬～９月中旬

　図鑑を見るよりも、捕まえて比較しないと見わけの付きにくいサナエトンボの仲間ですが、出現時期、
幼
ようちゅうけいたい

虫形態、生息場所など種によってちょっとずつ違いがあります。実際にフィールドに出て調べてみると様々な
発見があると思いますので、是

ぜ ひ い ち ど

非一度、ご自身で採集してみてはいかがでしょうか？

流水の脇役
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　トンボと聞いて真っ先に思い浮かべる環境といえば、水辺が挙げられることでしょう。その水辺のイメージは、
沼やため池などの水の流れがない環境ではないでしょうか。幼虫時期に池沼で生息するトンボを止水性トンボ、
幼虫時期に河川で生息するトンボを流水性トンボと区別します。止水性トンボは容姿や色彩に富んでおり、なお
かつ目立ちやすい場所に居るため、認知されやすいですが、流水性のトンボはカワトンボ科を除くと、ほぼ一様
に黄色と黒の縞

し ま も よ う

模様のため目立たず、そして一般的には同種に思われがちです。今回はそんな地味路線まっしぐ
らな流水性トンボの中でも、上流域から中流域を生息場所とする、独特なフォルムを持つサナエトンボの仲間を
紹介します。

　
　成虫の尾

び ぶ ふ ぞ く き

部付属器（腹
ふ く ぶ ま っ た ん

部末端にある交尾の時にメス
の首をつかむ器官）が白いことから名づけられました。
河川に生息するサナエトンボの仲間としては小

こ が た し ゅ

型種になりま
す。幼虫や抜

ぬ け が ら

け殻はたくさん見つかるにもかかわらず、
河川では成虫がなかなか見つからない不思議な種です。
河川近くの林

りんえん

縁やツルヨシの群
ぐんらく

落で休んでいる姿はよ
く見かけるので、ひょっとしたら私との巡り合わせが
悪いだけなのかも…
体長：約 41 ｍｍ～ 46 ｍｍ
出現時期：５月下旬～９月中旬

　生きているときは鮮やかな緑色をしているサナエト
ンボ科屈指の美

び れ い し ゅ

麗種です。オスは日当たりの良い河川の石
の上に縄

な わ ば

張りを作ります。奈良県内では生息している河
川が少なく、奈良県レッドデータブックでは希少種に
選定されていますが、吉野川で脱

だっかく

殻が、吉野川の支流
で成虫が確認できています。

体長：約 55 ｍｍ～ 62 ｍｍ
出現時期：４月下旬～７月下旬

　４月から森と水の源流館の常勤スタッフとして着任いたしました、古山 暁（こやま あき

ら）と申します。昆虫が専門で、特にトンボ目昆虫が大好物です。これまでも、源流館の観

察会で講師をさせてもらったり、ぽたりに寄稿させてもらったりしていたので、ご存知の方

もいらっしゃるかとは思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

古山　暁（森と水の源流館　常勤スタッフ）

オジロサナエ（尾白早苗）・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホンサナエ（本早苗）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オナガサナエ（尾長早苗）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コオニヤンマ（小鬼蜻蜒）・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アオサナエ（青早苗）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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達ちゃんが語る達ちゃんが語る

子どもたちに伝えたい子どもたちに伝えたい
⑯季節に食べる
　　　　　餅の話「源流学」「源流学」
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平
成
30
年
は
、
丹に

う
か
わ
か
み

生
川
上
神
社
上
社
が
現
在

地
に
遷
座
し
て
20
年
目
の
記
念
の
年
で
、
５
月

20
日
に
は
「
遷
座
二
十
年
奉
祝
大
祭
」
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
丹
生
川
上
神
社
」
は
、
天
武
天
皇
（
在
位

６
７
３
～
６
８
６
年
）
が
、
夢
の
お
告
げ
を
も

と
に
創
祀
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
古
い
神
社
で

す
。

　

奈
良
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
、
国
が
水
の

祭
祀
を
行
っ
た
由
緒
を
持
ち
、
現
在
、
川
上
村
・

東
吉
野
村
・
下
市
町
に
、
上
社
・
中
社
・
下
社

の
三
社
に
分
か
れ
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
丹
生
川
上
神
社
」
に
関
す
る
記
録
が
残
る

の
は
、
奈
良
時
代
の
天
平
宝
字
七
年
（
７
６
３

年
）
か
ら
で
、
以
降
、
歴
史
書
や
儀
式
書
に
頻

繁
に
登
場
し
ま
す
が
、
室
町
時
代
に
祭
祀
が
途

絶
え
る
と
、
場
所
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
江
戸
時
代
以
降
、
所
在
地
の
探
索
が
な
さ

れ
、
川
上
村
・
東
吉
野
村
・
下
市
町
の
候
補
地

に
分
け
て
祀
ら
れ
た
の
が
、三
社
の
由
来
で
す
。

　

上
社
は
大
滝
ダ
ム
建
設
に
伴
っ
て
遷
座
す
る

こ
と
に
な
り
、
旧
境
内
地
が
発
掘
調
査
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
上
社
の
場
所
は
奈
良
時
代

に
は
既
に
祭
祀
の
場
と
な
り
、
平
安
時
代
後
期

に
石
敷
き
が
作
ら
れ
、
そ
の
上
に
、
鎌
倉
・
室

町
・
江
戸
時
代
に
社
殿
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
対
岸
の
森
林
を
伐
採
し

た
と
こ
ろ
、
社
殿
の
背
後
に
巨
大
な
白
い
岩
が

あ
り
、
そ
の
岩
と
白
屋
岳
と
吉
野
川
の
淵
を
拝

め
る
位
置
を
選
ん
で
社
殿
が
建
て
ら
れ
た
事
も

分
か
り
ま
し
た
。

　

古
く
か
ら
山
や
森
林
は
、
水
神
が
住
む
場
と

し
て
祭
祀
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
最
古

の
神
社
の
一
つ
、
大お

お
み
わ神

神
社
（
桜
井
市
）
は
、

三
輪
山
を
ご
神
体
と
し
て
い
ま
す
。
上
社
も
、

白
屋
岳
を
ご
神
体
と
し
た
、
水
神
を
祀
る
古
い

神
社
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
上
社
に
参
拝
す
る
と
２
つ
の
馬
の
像

が
目
に
入
り
ま
す
。
こ
れ
は
雨
を
降
ら
せ
た
い

時
に
は
黒
馬
を
、
止
ま
せ
た
い
時
は
白
馬
を

「
丹
生
川
上
神
社
」
に
奉
納
し
た
故
事
に
基
づ

い
て
い
ま
す
。

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
各
地
に
は
、
水
神
と
馬

に
関
わ
る
神
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば

『
西
遊
記
』
で
の
三
蔵
法
師
の
乗
馬
は
、
西
海

竜
王
の
子
の
化
身
で
す
。
水
神
と
馬
が
交
わ
る

と
名
馬
（
竜
馬
）
が
生
ま
れ
る
と
い
う
話
も
あ

り
ま
す
。
河
童
が
馬
を
川
に
引
き
込
む
伝
説
が

多
い
の
は
、
水
神
（
竜
・
河
童
）
と
馬
と
の
相

性
の
良
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

上
社
の
発
掘
調
査
で
は
、
塩
を
入
れ
て
い
た

古
代
の
土
器
（
製
塩
土
器
）
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
塩
は
馬
の
飼
育
に
必
要
不
可
欠
で
、
古
代

の
牧
場
は
塩
を
含
む
温
泉
の
場
所
を
選
ん
で
作

ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
程
で
す
（
註
１
）。

「
丹
生
川
上
神
社
」
の
境
内
で
馬
が
飼
わ
れ
て

い
た
記
録
も
あ
る
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ

の
土
器
は
馬
の
飼
育
に
関
わ
る
も
の
な
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

　

３
年
間
に
わ
た
る
発
掘
調
査
で
も
、
上
社
が

「
丹
生
川
上
神
社
」
で
あ
る
と
の
確
証
は
得
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
少
な
く
と
も
奈
良
時
代

に
は
、
吉
野
川
上
流
の
川
上
村
の
地
が
、
水
の

神
を
祀
る
特
別
な
場
所
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
す
。

　

か
つ
て
の
上
社
は
現
在
、
お
お
た
き
龍
神
湖

の
浮
島
の
下
に
眠
り
、
毎
年
７
月
に
は
、
竜
神

が
湖
か
ら
上
社
に
登
っ
て
い
く
姿
を
灯
篭
で
表

し
た
七
夕
灯
篭
祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
上
社
に
お
参
り
し
て
、
現
代
に
繋
が
る

水
源
地
の
歴
史
を
体
感
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

註
１

橋
本
裕
行
氏（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
）

川
上
村
歴
史
講
座
「
温
泉
考
古
学
事
始
」

（
２
０
１
６
年
２
月
20
日
）
で
の
講
演
に
よ
る
。
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書
店
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吉野川・紀の川流域の遺跡

そ
の
二
八
歴
史
担
当
の
成
瀬
匡
章
が
、
吉
野
川
・
紀
の
川
流
域
の
遺
跡
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す

﹁
丹
生
川
上
神
社
上
社
﹂

﹁
丹
生
川
上
神
社
上
社
﹂

７
月
に
入
る
と
、
わ
が
家
で
は
「
小

麦
餅
」
を
作
る
。
み
ん
な
は
、「
小

麦
餅
」
を
知
っ
と
る
や
ろ
か
。
こ

れ
は
な
、
つ
ぶ
し
た
小
麦
を
使
っ
て
作
る
餅
で

な
、
奈
良
の
郷
土
料
理
で
も
あ
る
ん
や
。
６
月

の
半
ば
に
は
、
だ
い
た
い
小
麦
の
収
穫
が
終
わ

り
、
田
植
え
も
一
段
落
す
る
こ
ろ
に
、
作
る
餅

で
、夏
至
か
ら
数
え
て
11
日
目
の
「
半
夏
生
（
は

ん
げ
し
ょ
う
）」の
こ
ろ
に
食
べ
る
餅
か
ら
、「
は

げ
っ
し
ょ
餅
」
と
も
言
わ
れ
と
る
。
ま
ぁ
、
わ

し
ら
は
「
小
麦
餅
」
と
言
う
と
る
け
ど
な
。

わ
し
ら
柏
木
（
川
上
村
）
で
は
、
米

は
作
ら
れ
へ
ん
だ
け
ど
、
小
麦
や

大
麦
、
粟
、
キ
ビ
な
ど
、
な
ん
で

も
作
っ
て
た
。
子
ど
も
の
こ
ろ
、
よ
う
麦
踏
み

し
て
た
な
ぁ
。
踏
め
へ
ん
だ
ら
、
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ

ろ
の
麦
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、「
麦
踏
み
ほ
ー

い
」
と
い
う
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
し
っ
か
り
踏

ん
だ
こ
と
を
覚
え
と
る
。
で
も
「
麦
踏
み
ほ
ー

い
」
と
い
う
歌
は
ど
ん
な
歌
や
っ
た
か
は
あ
ん

ま
り
覚
え
て
へ
ん
け
ど
な
。

食
べ
も
ん
の
こ
と
は
、
お
か
ち
ゃ
ん

（
嫁
）
が
先
生
や
か
ら
、「
お
い
、

小
麦
餅
、
ど
な
い
作
る
か
、
ち
ょ
っ

と
説
明
し
て
く
れ
へ
ん
か
」。

お
か
ち
ゃ
ん
の
話
）
小
麦
餅
は
、
小

麦
を
つ
ぶ
し
た
も
の
と
餅
米
を
一

緒
に
入
れ
て
つ
い
て
作
っ
て
、
そ

れ
を
豆
の
粉
に
つ
け
て
、
食
べ
て
ん
や
。
分
量

は
な
、
餅
米
１
升
に
、
つ
ぶ
し
た
小
麦
５
合
の

割
合
で
、
米
が
貴
重
だ
っ
た
昔
は
、
も
ち
米
と

つ
ぶ
し
た
小
麦
が
半
々
や
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
。作

り
方
は
お
餅
と
一
緒
で
な
、
餅
米

は
よ
く
洗
っ
て
一
晩
水
に
つ
け
た

後
、
ざ
る
に
上
げ
て
水
を
よ
く
き
っ

て
、
そ
の
上
に
、
さ
っ
と
洗
っ
た

つ
ぶ
し
た
小
麦
を
の
せ
て
、
一
緒

に
蒸
し
て
、
あ
と
は
よ
く
つ
く
ん

や
。
小
麦
の
餅
は
、
夏
の
餅
と
言

わ
れ
て
て
な
、
昔
は
、
柿
の
葉
に

小
麦
餅
を
の
せ
て
、
神
さ
ん
に
お

供
え
し
て
い
た
ん
や
で
。

お
お
き
に
よ
」。
わ
が
家

は
、
お
か
あ
（
母
親
）

が
や
っ
て
き
た
こ
と

を
、
お
か
ち
ゃ
ん
（
嫁
）
が
、
同

じ
よ
う
に
や
っ
て
く
れ
る
か
ら
、

あ
り
が
た
い
ん
や
。
わ
し
の
子
ど

も
ら
も
、
そ
と
（
村
外
）
に
出
て

行
っ
た
け
ど
、
餅
作
っ
た
り
、
ち

ま
き
作
っ
た
り
し
た
ら
、お
か
ち
ゃ

ん
が
送
っ
と
る
か
ら
、
そ
の
味
は

よ
う
知
っ
と
る
。
や
け
ど
、
嫁
や

孫
ら
が
、
お
ん
な
じ
よ
う
に
作
れ

る
か
と
言
う
た
ら
、
も
う
無
理
や

な
。
都
会
で
は
、
田
舎
と
お
ん
な

じ
よ
う
に
、
季
節
の
も
の
（
植
物
）

を
使
い
な
が
ら
、
何
か
す
る
方
が

難
し
い
わ
。
残
念
な
こ
と
や
け
ど
。

小
麦
餅
や
け
ど
、
わ
し
ら

若
い
時
分
は
、
麦
を
つ

ぶ
さ
ん
と
、
ま
る
っ
ぽ

だ
け（
つ
ぶ
さ
ず
、そ
の
ま
ま
の
麦
）

で
、や
っ
て
ん
。
や
か
ら
、も
っ
と
、

ぶ
つ
ぶ
つ
し
て
い
て
、
食
う
た
ら
、

も
ら
も
ら
し
と
っ
た
わ
。い
ま
や
っ

た
ら
、
つ
ぶ
し
た
小
麦
を
使
う
さ

か
い
、
餅
つ
い
と
る
間
に
、
形
が

の
う
な
っ
て
、
食
べ
や
す
く
な
っ

と
る
。

こ
の
つ
ぶ
し
た
小
麦
は
、
冷

凍
し
て
保
存
し
と
る
。
小

麦
餅
の
後
に
作
る
餅
が
、

「
土
用
の
は
ら
わ
た
餅
」。
ま
ぁ
、
あ

ん
つ
け
餅
や
。
丸
め
た
餅
の
回
り
を
、

あ
ん
こ
で
ぐ
る
っ
と
巻
い
た
餅
や
。

な
ん
で
「
は
ら
わ
た
」
と
言
っ

た
の
か
、
よ
う
分
か
ら
ん
。

お
か
ち
ゃ
ん
（
嫁
）
の
里

は
、「
は
ら
わ
た
餅
」
と
は
言
っ
て
な

か
っ
た
そ
う
や
け
ど
、
う
ち
の
母
親

や
、
川
上
で
は
、
そ
う
言
っ
て
い
た
。

こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
小
麦
粉
入
れ
て
や

ろ
こ
う
し
と
る
。
息
子
ら
が
好
き
や
っ

た
か
ら
、
山
の
神
さ
ん
へ
の
お
供
え

の
と
き
と
か
に
、
お
か
ち
ゃ
ん
（
嫁
）

が
余
分
に
作
っ
て
た
そ
う
や
。

お
供
え
用
の
お
餅
は
、
だ
い

た
い
２
升
で
作
る
ん
や
け

ど
、
余
っ
た
餅
の
と
こ
ろ

に
、
普
通
の
お
茶
碗
に
、
８
分
ほ
ど

の
め
り
ん
け
ん
粉
を
水
で
と
い
た
も

の
を
混
ぜ
て
、
つ
き
直
し
、
そ
れ
を

よ
う
か
ん
流
し
の
と
こ
ろ
に
入
れ
て

固
め
と
く
ん
や
。
こ
う
し
と
く
と
、

３
日
も
４
日
も
、
や
ろ
こ
い
ま
ま
持

つ
ん
や
。
そ
れ
を
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
さ

ん
は
、
や
ろ
う
こ
う
す
る
た
め
に
、

添
加
物
を
入
れ
た
り
す
る
。
家
で
作
っ

た
も
ん
は
安
全
で
安
心
や
。

は
ら
わ
た
餅
の
あ
ん
こ
は
、
わ
し
の

と
こ
ろ
は
、
こ
し
あ
ん
で
ま
ぶ
す
。

粒
あ
ん
も
あ
る
け
ど
、
わ
し
の
と

こ
ろ
は
、
何
で
も
こ
し
あ
ん
や
な
ぁ
。
小
豆
１

升
と
た
っ
ぷ
り
の
水
で
、
や
ろ
こ
う
な
る
ま
で

炊
い
て
、
や
ろ
こ
う
な
っ
た
ミ
キ
サ
ー
に
か
け

て
、
袋
に
入
れ
て
絞
っ
た
の
が
、
あ
ん
。
水
と

あ
ん
が
分
離
す
る
か
ら
、
あ
く
抜
き
は
し
と
ら

ん
ら
し
い
。
常
々
、
た
っ
ぷ
り
の
水
を
使
い
な

が
ら
、
炊
く
そ
う
や
。
そ
の
あ
ん
と
砂
糖
１
ｋ

ｇ
で
、
火
に
か
け
て
、
こ
し
あ
ん
を
つ
く
る
。

こ
こ
で
は
白
砂
糖
を
使
う
け
ど
、
ほ
か
の
豆
を

炊
く
時
は
、わ
が
家
は
氷
砂
糖
を
使
う
そ
う
や
。

氷
砂
糖
の
方
が
味
が
し
つ
こ
う
な
く
て
、
う
ま

い
ん
や
と
。

生
活
の
知
恵
は
、
昔
の
人
に
教
え
て

も
ら
わ
な
あ
か
ん
。
今
の
人
は
す

ぐ
分
量
は
ど
の
く
ら
い
と
聞
く
が
、

こ
ん
な
の
は
経
験
か
ら
わ
か
っ
て
く
る
こ
と

や
。
昔
は
、「
野
良
の
節
句
働
き
」
と
言
っ
て

な
、
節
句
の
日
に
働
い
た
ら
な
、
揶
揄
さ
れ
た
。

仕
事
を
休
ん
で
、
み
ん
な
で
お
祝
い
し
と
っ
た

よ
。
節
目
、
節
目
に
休
ん
で
お
祝
い
す
る
風
習

が
あ
っ
た
な
ぁ
。
こ
う
い
う
こ
と
も
、
も
ち
を

作
っ
た
り
し
な
が
ら
、
伝
統
や
行
事
が
残
っ
て

い
く
ん
や
。
民
俗
学
を
し
て
い
た
大
学
の
先
生

が
、
お
年
寄
り
が
１
人
な
く
な
っ
た
ら
、
文
化

風
習
が
な
く
な
り
、
そ
れ
に
付
随
し
た
も
の
ま

で
消
え
て
い
く
と
い
っ
た
。
日
本
の
伝
統
行
事

は
、
自
然
界
の
旬
と
合
致
し
と
っ
て
、
わ
し
ら

の
暮
ら
し
や
食
べ
物
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
そ

の
と
き
、
そ
の
と
き
の
旬
に
合
わ
せ
て
食
べ
も

の
を
作
っ
た
り
、
ま
つ
り
ご
と
を
し
た
り
す
る

こ
と
の
大
事
さ
を
、
も
う
一
度
、
思
い
返
し
て

ほ
し
い
と
思
う
。

子どもたちに伝えたい「源流学」
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図１　遷座前の丹生川上神社上社

小麦餅に使うつぶした麦。
冷凍保存が可能。

図２　平安時代の石敷き遺構（拝殿前に移築）

※連載では、「聞き書き」でコミュニティライターの西久保智美が担当します。
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川
上
村
は
、
ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
野
生
南
限
に

な
っ
て
い
る
貴
重
な
生
息
地
で
す
。
最
近
ま
で

は
、
和
歌
山
県
の
龍
門
山
が
南
限
で
し
た
が
、

数
が
減
っ
て
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
地
元

の
自
然
保
護
団
体
な
ど
が
奈
良
県
葛
城
山
の
ギ

フ
チ
ョ
ウ
を
放
蝶
す
る
取
り
組
み
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
個
体
群
が
定
着
し
、
あ
る
い
は
残
っ

て
い
た
も
の
と
雑
種
と
な
っ
て
、
現
在
で
は
ギ

フ
チ
ョ
ウ
の
姿
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
も
と
も
と

生
息
し
て
い
た
個
体
群
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
（
一
社
）
か
わ
か
み
ら
い
ふ
さ
ん
の
協
力
で
、

北
和
田
の
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
そ
の
周

辺
で
開
催
し
ま
し
た
。
午
前
中
は
、
川
上
村
に

お
け
る
ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
再
発
見
者
で
も
あ
る
伊

藤
ふ
く
お
さ
ん
に
ギ
フ
チ
ョ
ウ
や
川
上
村
の
大

切
な
虫
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
午
後
か
ら
は
、
周
辺
で
ギ
フ
チ
ョ
ウ
を
探

し
つ
つ
の
春
の
昆
虫
観
察
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
　

吉
野
山
の
玄
関
口
、
近
鉄
吉
野
駅
か
ら
七

曲
り
の
坂
ま
で
の
コ
ケ
を
道
盛
正
樹
さ
ん
（
認

定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
大
阪
自
然
史
セ
ン
タ
ー
）
と
木

村
で
案
内
し
な
が
ら
、
19
人
の
参
加
者
の
皆
さ

ん
と
一
緒
に
観
察
し
て
い
き
ま
し
た
。
吉
野
山

は
吉
野
熊
野
国
立
公
園
内
に
あ
り
、
日
本
を
代

表
す
る
自
然
の
風
景
地
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い

ま
す
。
環
境
省
近
畿
地
方
環
境
事
務
所
吉
野
自

然
保
護
官
事
務
所
の
青
谷
克
哉
自
然
保
護
官
補

佐
か
ら
、
ま
ず
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
の
説
明

を
聞
い
た
後
、
観
察
を
は
じ
め
ま
し
た
。

　

天
候
に
も
恵
ま
れ
て
、
吉
野
駅
か
ら
七
曲
り

の
坂
ま
で
の
コ
ケ
を
観
察
し
ま
し
た
。
樹
木
に

生
え
る
コ
ケ
に
よ
っ
て
、
大
気
汚
染
の
程
度
が

わ
か
る
こ
と
な
ど
も
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
神

社
の
手
水
鉢
に
は
吉
野
川
源
流
の
沢
沿
い
で
多

く
見
ら
れ
る
ア
オ
ハ
イ
ゴ
ケ
が
た
く
さ
ん
生
え

て
、
き
れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

り
ま
し
た
。
ゆ
っ
く
り
、
じ
っ
く
り
観
察
し
た

結
果
、
七
曲
り

の
坂
の
一
曲
が

り
も
で
き
ず
に

時
間
が
来
て
し

ま
い
、
終
了
と

な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

森
と
水
の
源
流
館
か
ら
丹
生
川
上
神
社
上

社
ま
で
の
間
を
、
講
師
の
伊
藤
ふ
く
お
先
生
、

笹
野
義
一
先
生
に
教
わ
り
な
が
ら
、
野
鳥
や

虫
を
中
心
に
い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
を
じ
っ
く

り
と
12
人
の
参
加
者
と
一
緒
に
観
察
し
ま
し

た
。

　

野
鳥
の
方
で
は
、
オ
オ
ル
リ
や
ア
カ
ゲ
ラ
が

近
く
ま
で
来
て
い
て
、
鳴
き
声
を
じ
っ
く
り
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
観
察
で
き
る
と
こ

ろ
ま
で
や
っ
て
き
て
く
れ
な
か
っ
た
の
が
残
念

で
し
た
が
、
川
上
村
の
中
心
部
で
も
あ
る
こ
の

辺
り
に
も
、
た
く
さ
ん
の
生
き
物
が
く
ら
し
て

い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

mori-to-mizu-no-genryu-kan6

樹幹のコケの説明を聞いています

キリの花が満開でした

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

ギ
フ
チ
ョ
ウ
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

ギ
フ
チ
ョ
ウ
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

４
月

　日
21

吉
野
川
紀
の
川
し
ら
べ
隊

野
鳥
や
虫
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

野
鳥
や
虫
を

　
　
　し
ら
べ
よ
う

４
月

　日
28

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

５
月

　日
６

方
で
す
。
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
こ
の
取
組

み
を「
地
域
循
環
共
生
圏
」の
創
造
と
い
う
テ
ー

マ
で
紹
介
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
光

栄
で
す
。

根
本
は
『
川
上
宣
言
』

　

そ
し
て
、
い
つ
も
私
の
心
に
あ
る
『
川
上
宣

言
』
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
１
番
目
の
「
下
流

に
は
い
つ
も
き
れ
い
な
水
を
流
し
ま
す
」
の
お

も
い
を
流
域
の
人
々
と
共
有
す
る
こ
と
を
め
ざ

し
て
コ
ツ
コ
ツ
と
取
組
ん
で
き
た
結
果
、
ず
っ

と
遠
い
目
標
と
思
っ
て
き
た
宣
言
の
５
番
目
に

あ
る
「
地
球
環
境
に
対
す
る
人
類
の
働
き
か
け

の
す
ば
ら
し
い
見
本
に
な
る
よ
う
努
め
ま
す
」

に
近
づ
け
た
こ
と
が
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
み
な
さ
ま
と
い
っ
し
ょ
に
取
組
み

を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ

応
援
く
だ
さ
い
。

環
境
白
書
っ
て
！？

　
「
○
○
白
書
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
政
府
各
省
庁
の
分

野
ご
と
に
、
そ
の
年
の
状
況
や
活
動
、
将
来
の

方
向
性
な
ど
を
ま
と
め
た
国
の
公
式
文
書
で

す
。
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
で
は
表
紙
が
白
色
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
白
書
と
呼
ば
れ
る
と
の
こ

と
。
こ
の
た
び
、
環
境
省
に
よ
る
平
成
30
年
版

環
境
白
書
・
循
環
型
社
会
白
書
・
生
物
多
様
性

白
書
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
会
に
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

流
域
連
携
の
先
進
事
例
と
し
て

　

本
年
の
白
書
で
は
、「
地
域
循
環
共
生
圏
の

創
出
に
よ
る
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
」
を

テ
ー
マ
と
し
て
、
第
五
次
環
境
基
本
計
画
（
平

成
30
年
４
月
閣
議
決
定
）
で
提
唱
さ
れ
た
「
地

域
循
環
共
生
圏
」
の
創
造
に
向
け
て
、
地
域
資

源
を
持
続
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
地
域
に
活
力

を
も
た
ら
す
取
組
や
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
転

換
に
向
け
た
取
組
等
に
つ
い
て
、
我
が
国
で
既

に
始
ま
っ
て
い
る
先
進
的
な
取
組
事
例
等
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。

環
境
白
書
に
掲
載
！

〜
地
域
循
環
共
生
圏
を
テ
ー
マ
に
先
進
的
取
組
と
し
て
〜

〜
地
域
循
環
共
生
圏
を
テ
ー
マ
に
先
進
的
取
組
と
し
て
〜

公
益
財
団
法
人

　吉
野
川
紀
の
川
源
流
物
語

尾
上

　忠
大

事
務
局
長

　

な
ん
だ
か
難
し
い
言
い
方
で
す
が
、「
地
域

循
環
共
生
圏
」
を
私
た
ち
の
地
域
の
こ
と
で

言
う
と
「
流
域
圏
」。
つ
ま
り
吉
野
川
・
紀
の

川
の
上
流
か
ら
下
流
の
地
域
を
県
や
市
町
村
の

枠
を
超
え
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
川
上
村
が
以
前
か
ら
唱
え
、
私
た
ち
の
財

団
が
具
体
的
行
動
と
し
て
き
た
「
流
域
連
携
」

の
お
は
な
し
で
す
。

「
紀
の
川
じ
る
し
」
の
旗
の
も
と
！

　

こ
の
環
境
白
書
で
先
進
事
例
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
た
の
は
、「
紀
の
川
じ
る
し
」
の
取
組

で
す
。
紀
の
川
と
い
う
１
本
の
川
が
つ
な
ぐ
地

域
、
上
流
・
中
流
・
下
流
そ
れ
ぞ
れ
で
林
業
、

農
業
、
漁
業
と
い
う
質
の
高
い
第
一
産
業
が
営

ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
持
続
す
る
こ

と
で
流
域
の
水
環
境
や
景
観
・
風
土
そ
し
て
生

業
を
守
り
育
て
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
そ
ん
な
思
い
を
消
費
者
が
選
択
す
る
行
動

と
し
て
働
き
か
け
て
い
ま
す
。「
紀
の
川
じ
る

し
」
の
旗
の
も
と
に
、
流
域
の
生
産
者
や
加
工

事
業
者
が
集
い
仲
間
と
な
っ
て
活
動
の
輪
を
広

げ
て
い
ま
す
。
川
上
村
で
は
地
域
お
こ
し
協
力

隊
が
立
ち
上
げ
た
「
や
ま
い
き
市
」
で
流
域
の

産
品
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
「
紀
の

川
じ
る
し
の
見
本
市
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
毎

年
春
に
紀
の
川
市
内
に
お
い
て
開
催
し
て
い
ま

す
。最
近
の
話
題
で
言
え
ば
、川
上
村
で
始
ま
っ

た
ダ
ム
カ
レ
ー
。
そ
こ
に
流
域
の
産
品
を
使
う

こ
と
が
条
件
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
り
、
こ
の
企

画
に
紀
ノ
川
農
業
協
同
組
合
の
直
売
所
に
あ
る

カ
フ
ェ
の
ス
パ
イ
ス
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
関

わ
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
財
団

は
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
地
道
に
活

動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

　
「
紀
の
川
じ
る
し
」
は
単
な
る
物
産
の
こ
と

だ
け
で
は
な

く
、
行
政
枠
で

は
解
決
が
困
難

な
地
域
の
課
題

を
「
流
域
圏
」

と
い
う
新
し
い

考
え
方
で
捉

え
、「
み
ん
な

で
考
え
て
い
こ

う
」「
き
っ
と
、

で
き
る
こ
と
が

あ
る
は
ず
」
を

目
指
し
た
考
え

「紀の川じるし」の詳しくは動画で
https://www.youtube.com/watch?v=JKdaYFkNkg0

（コウチュウのなかま）
シロテンハナムグリ・コアオハナムグリ・ルイスアシナガ
オトシブミ・アシナガオトシブミ・ヒメクロオトシブミ・
オオセンチコガネ・ヒメアカホシテントウ
（チョウのなかま）　ヤマトスジグロシロチョウ・スギタニ
ルリシジミ・トラフシジミ・ヤマトシジミ・ベニシジミ・
アカタテハ・モンシロチョウ・キタキチョウ・ツマキチョウ・
コツバメ・テングチョウ・ルリタテハ
（ハチのなかま）　キムネクマバチ・キイロスズメバチ・セ
グロアシナガバチ
（カメムシのなかま）　クサギカメムシ・オオメナガカメム
シ・チャバネアオカメムシ

観察した生物　25種

【野鳥】10種　イソヒヨドリ・ヒガラ・アカゲラ・オオルリ・トビ・
ハシブトガラス・ウグイス・ツツドリ・ツバメ・イワツバメ
【昆虫】30 種　（コウチュウのなかま）ヒメクロオトシブミ・
オオセンチコガネ・ナミテントウ・ナナホシテントウ・コアオハ
ナムグリ・アシナガオトシブミ
（チョウのなかま）テングチョウ・モンシロチョウ・クロアゲハ・
コミスジ・ベニシジミ・アカタテハ・アサギマダラ・ヤマトシジミ・
トラフシジミ・クロコノマチョウ・ムラサキシジミ・イカリモン
ガ
（ハチのなかま）クロヤマアリ・クロオオアリ・セグロアシナガバチ・
ウマノオバチ・キムネクマバチ・ムモンホソアシナガバチ
（カメムシのなかま）チャバネアオカメムシ・クサギカメムシ・オ
オメナガカメムシ・ノコギリヒラタカメムシ・アカサシガメ
（ハサミムシのなかま）コブハサミムシ

観察した生物

（上）ギフチョウ　（下）ナミアゲハ
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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
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水源地の森守募金
にご協力ください

もりもり

郵便振替 「水源地の森守募金」あて00950-2-331164

年会費

源流人
会とは

ともに源流学
を楽しみ学ぶ仲

間

を紹介ください

源流人
とは

ありがとうございました。
平成29年度、243,317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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作
業
拠
点
と
な
る
山
小
屋
や
途
中
の
林
道
な

ど
の
修
理
に
ス
ギ
材
や
ヒ
ノ
キ
材
を
使
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
源
流
人
会
会
員
さ
ん

や
、
川
上
村
大
好
き
さ
ん
な
ど
、
９
名
が
集
ま

り
、
人
工
林
の
間
伐
作
業
を
少
し
体
験
し
ま
し

た
。
体
験
の
指
導
も
、
源
流
人
会
会
員
さ
ん

で
、
林
業
に
携
わ
ら
れ
る
方
に
お
願
い
し
ま
し

た
。
間
伐
の
必
要
性
、作
業
手
順
や
安
全
管
理
、

手
入
れ
が
続
け
ら
れ
て
き
た
人
工
林
の
お
か
げ

で
木
材
の
他
に
も
水
や
空
気
な
ど
様
々
に
受
け

ら
れ
る
恩
恵
、
実
際
に
森
の
中
で
聞
く
話
か
ら

そ
の
大
切
さ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
り
ま
す
。
明

け
方
ま
で
降
り
続
い
た
雨
も
上
が
り
、
少
し
肌

寒
く
は
あ
り
ま
し
た
が
、
絶
好
の
作
業
日
和
と

な
っ
た
こ
の
日
、
参
加
者
の
皆
様
が
何
よ
り
も

楽
し
ん
で
お
ら
れ
た
の
が
皮
を
む
く
作
業
で
し

た
。

　

例
年
な
ら
ば
ま
だ
時
期
が
早
い
の
で
す
が
、

今
年
は
暖
か
か
っ
た
た
め
か
、
き
れ
い
に
む
く

　　　

源
流
学
の
森
づ
く
り
と
は
、
30
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
。

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
つ
る
つ
る
す
べ
す
べ
で

ず
っ
と
触
っ
て
い
た
く
な
る
感
触
で
す
。

　

材
と
し
て
利
用
す
る
場
合
、
間
伐
木
は
斜
面

上
側
へ
倒
し
ま
す
。
上
手
に
伐
れ
ば
、
根
元
の

方
が
切
株
に
乗
っ
た
状
態
に
な
り
ま
す
の
で
、

地
面
に
直
接
ふ
れ
ず
、
風
が
通
り
ま
す
。
そ
の

上
で
、
余
分
な
枝
を
落
と
し
、
樹
皮
を
む
い
て

お
く
と
、
残
っ
た
葉
か
ら
水
分
が
蒸
散
さ
れ
て

木
材
が
乾
燥
し
、
色
艶つ

や

が
良
く
な
り
ま
す
。
そ

ん
な
吉
野
林
業
の
歴
史
と
と
も
に
培つ

ち
かわ

れ
て
き

た
工
夫
も
「
知
る
」
と
「
す
る
」
で
は
大
き
な

違
い
で
す
。

　

む
い
た
皮
も
な
め
し
て
加
工
す
れ
ば
刃
物
入

れ
が
作
れ
ま
す
…
が
、
生あ

い
に
く憎

と
職
員
に
そ
の
器

用
さ
は
な
い
の
で
そ
の
ま
ま
自
然
に
返
し
ま
し

た
と
さ
。

　

川
上
村
に
は
手
つ
か
ず
の
森
も
再
生
し
つ
つ

あ
る
森
も
人
が
育
て
て
い
る
森
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
森
に
色
々
な
形
で
親
し
ん
で
い
た

だ
け
れ
ば
嬉う

れ

し
い
で
す
。

源
流
学
の
森
づ
く
り

源
流
学
の
森
づ
く
り

月

　日（
祝
）
　

５

３

サクラの樹幹にたくさん着いていたサヤゴケ

（苔類）
フルノコゴケ・カラヤスデゴケ・コハネゴケ・ジャ
ゴケ・アズマゼニゴケ
（蘚類）
エゾスナゴケ・チュウゴクネジクチゴケ・ハマ
キゴケ・サヤゴケ・コモチイトゴケ・バガハシ
ゴケ・ヒメシノブゴケ・オオトラノオゴケ・タ
マゴケ・コクシノハゴケ・ネズミノオゴケ・ミ
ヤマサナダゴケ・ヒロハツヤゴケ・アオハゴケ・
フトリュウビゴケ・トヤマシノブゴケ・ナガヒ
ツジゴケ・ナガバチヂレゴケ
（順不同）

観察したコケ　24種


