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若葉萌える雑木林に一筋の光りの
ごとく

咲き誇るキンラン。人の手が入っ
た明る

い林が好きで、コナラなどの木の
根にす

む菌と共生し、栄養を得て成長
します。

人も生きものもお互い様で生き
ている。

里山はみんなが繋がる大切な場所
です。
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万
葉
の
時
代
か
ら
花
の
姿
を
歌
に
詠
み
、

江
戸
時
代
に
は
大
名
か
ら
庶
民
ま
で
が
園
芸
に
熱
中
し
た
。

世
界
で
も
類
を
見
な
い
花
好
き
の
国
民
性
を
持
つ
日
本
人
。

わ
た
し
た
ち
の
心
の
奥
底
に
連
綿
と
息
づ
く
花
へ
の
想
い
と
は
―
―
。

花
の
里
山

特集

自
然
と

 
花
と

日
本
人

ピ
ー
タ
ー・Ｊ・マ
ク
ミ
ラ
ン

（
詩
人
・
翻
訳
家
）

アイルランド生まれ。アイルランド国立大学
ダブリン校を首席で卒業後、米国で英文学の
博士号を取得。プリンストン、コロンビア、
オクスフォードの各大学で客員研究員を務め
たのち渡日。現在は東京大学非常勤講師。『百
人一首』や『伊勢物語』の英訳は高く評価さ
れている。著書に『松尾芭蕉を旅する』『英
語で味わう万葉集』など多数。

Profile
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３万本ものシロヤマザクラが咲き乱れる奈良県・吉野山。飛鳥時代の修験道の開祖・役行者（えんのぎょうじゃ）を祀るために植えられてきた
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万
葉
集
に 

詠
ま
れ
た
花

日
本
人
は
本
当
に
自
然
が
好
き
で
、

花
を
愛め

で
る
。
花
は
、
有
史
以
来
、
美

術
品
や
装
飾
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
登

場
す
る
。
古
代
、
男
も
女
も
髪
を
花
で

飾
っ
た
こ
と
が
万
葉
集
に
詠う

た
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
単
に
き
れ
い
だ
か
ら
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
花
か
ら
生
命
力
（
呪

術
的
な
も
の
）
が
得
ら
れ
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
た
か
ら
だ
。

万
葉
集
が
編あ

ま
れ
た
の
は
約
１
２
０ 

０
年
前
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
日
本
古
来
の
花
ば
か
り
だ
。

も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
花
は
、
梅
、

橘た
ち
ば
な、
萩は

ぎ

で
あ
る
。
現
代
の
日
本
人
の

中
に
は
、
橘
や
萩
の
花
を
知
ら
な
い
人

も
い
る
が
、
ど
れ
も
美
し
く
繊
細
な
花

で
あ
る
。

万
葉
集
に
は
、
桜
よ
り
も
梅
を
詠よ

ん

だ
歌
が
多
い
。
当
時
、
梅
は
中
国
か
ら

渡
来
し
た
ば
か
り
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
珍

重
さ
れ
た
の
だ
。
山
桜
が
野
生
な
ら
、

梅
は
人
の
手
で
栽
培
さ
れ
た
も
の
だ
。

奈
良
の
吉
野
は
、
い
に
し
え
よ
り
桜

の
名
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
山
か
ら

桜
が
運
ば
れ
、
京
の
都
の
御
所
の
周
り

に
植
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
日
本
人
は
次

第
に
桜
を
愛
で
る
よ
う
に
な
り
、「
花
」

と
い
え
ば
桜
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
ば
、
私
は

ま
ず
富
士
山
と
、
そ
し
て
桜
を
思
い
浮

か
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
ほ
ど
花

と
結
び
つ
い
て
い
る
国
を
私
は
他
に
知

ら
な
い
。
そ
し
て
、
日
本
人
は
だ
れ
も

が
桜
好
き
だ
と
感
心
す
る
。

日
本
人
が 

桜
を
愛
す
わ
け

な
ぜ
日
本
人
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
桜

を
深
く
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
理
由
は
二
つ
あ
る
と
思
う
。

一
つ
は
、
桜
の
花
が
実
際
と
て
も
美

し
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
も
う
一
つ

は
、桜
の
命
の
短
さ
が
平
安
の
人
々
に
、

人
の
命
の
儚は

か
なさ
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
か

ら
で
あ
る
。

仏
教
が
日
本
に
広
ま
り
、
栄え

い
枯こ

盛せ
い

衰す
い

を
目
の
当
た
り
に
す
る
中
で
、
仏
教
に

お
い
て
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ

る
「
無
常
観
」
は
、
日
本
人
の
生
活
の
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庶民にも花見が広がったのは寛文年間（1661～ 73年）以降。このころは花見といえばソメイヨシノではなくヤマザクラだった
「花見帰り隅田の渡し」渓斎英泉（国立国会図書館デジタルコレクション蔵）

4

一
部
と
な
っ
た
。
桜
の
花
は
、「
儚
さ
」

の
象
徴
と
し
て
自
分
た
ち
の
短
い
命
を

重
ね
る
、
完
璧
な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

千
年
前
か
ら 

花
見
好
き

桜
の
儚
さ
を
詠
ん
だ
和
歌
は
た
く
さ

ん
あ
る
が
、
私
の
お
気
に
入
り
は
『
伊

勢
物
語
』
の
第
82
段
に
あ
る
歌
だ
。

こ
の
段
で
は
、
惟こ

れ

喬た
か

親し
ん

王の
う

が
在あ

り

原
わ
ら
の

業な
り

平ひ
ら

た
ち
と
花
見
に
出
か
け
る
。
桜
の

下
で
酒
を
飲
み
、
髪
に
桜
を
飾
り
、
歌

を
詠
む
。
花
見
の
形
は
千
年
以
上
も
変

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ

し
、今
の
私
た
ち
は
歌
を
詠
む
よ
り
も
、

食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
ほ
う
が
好
き

で
あ
る
。

下
の
和
歌
を
見
て
ほ
し
い
。
業
平
は

「
も
し
花
が
な
か
っ
た
ら
、
春
は
穏
や

か
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
私
た
ち
は
花

を
そ
わ
そ
わ
と
心
待
ち
に
し
、
い
ざ
花

が
咲
い
た
ら
、
い
つ
散
っ
て
し
ま
う
の

だ
ろ
う
と
心
配
で
た
ま
ら
な
く
な
る
か

ら
だ
」
と
詠
ん
で
い
る
。
現
代
の
私
た

ち
の
気
持
ち
も
変
わ
ら
な
い
。

す
べ
て
の 

生
命
は
短
い

こ
れ
に
対
す
る
あ
る
貴
族
の
返
歌

は
、「
花
は
散
る
か
ら
こ
そ
見
事
な
の

だ
。
こ
の
世
界
で
は
、
長
く
続
く
も
の

は
何
も
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

桜
の
花
を
通
し
て
、
美
に
つ
い
て
こ

れ
ほ
ど
根
本
的
に
異
な
る
考
え
方
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ

て
驚
き
で
大
き
な
発
見
で
あ
っ
た
。
私

が
日
本
に
住
ん
で
も
っ
と
も
楽
し
く
、

嬉
し
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
異
文
化
を

通
し
て
自
分
の
視
野
を
広
げ
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

世
の
中
に

た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば

春
の
心
は

の
ど
け
か
ら
ま
し

散
れ
ば
こ
そ

い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ

憂う

き
世
に
な
に
か

久
し
か
る
べ
き

儚
い
花
は
美
を
象

徴
し
て
い
る
。
こ
こ

に
日
本
文
化
に
お
け

る
美
に
つ
い
て
の

も
っ
と
も
重
要
な
考

え
方
の
一
つ
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

す
べ
て
の
生
命
は
短

い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、西
洋
で
は
、

モ
ナ
リ
ザ
の
よ
う
な

絵
画
、
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
音
楽
、
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ

ト
の
よ
う
に
、
美
は

永
遠
に
続
く
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
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5月 5日の「端午の節句」は「菖
蒲の節句」ともいわれ、菖蒲湯に入
るのがならわし

植木売りでにぎわうようすが描かれた浮世絵。
後ろにはサボテンと見える鉢も

ムラサキの根は冠位十二階の最上位の
色を染めるのに使われた。植物の絶滅
は文化の断絶にもつながりかねない

「植木売りと役者」（一部）歌川国房（たばこと塩の博物館蔵）

江戸時代、日本人は大名から庶民まで園芸に熱中した。朝顔、菊、
椿などには多くの変種が生み出され、植木市は大賑わい。手間とお金
と技術を注ぎ込んで改良した草花は高値で取り引きされ、大規模な品
評会が開催された。まだ中国でも知られていなかったサボテンやアロ
エがすでに市

し

井
せい

で観賞されており、幕末に日本を訪れたプラントハン
ターたちは、イギリス産のイチゴまで売られていたのに驚いた。
ソメイヨシノが登場したのも江戸時代。植木屋が集まる「染井」（東
京都・豊島区駒込）という村で誕生した。最初の 1本が人為的に生
み出されたのか、自然発生したのか、いまだにわかっておらず、現在
のバイオテクノロジー技術をもってしても、交配によってソメイヨシ
ノを生みだすことはできていない。最初の 1本から接

つ

ぎ木で増やさ
れて日本中に広まったソメイヨシノ――じつは同一の DNAを持つク
ローンだったのである。

植物学者の湯浅浩史氏によると、「日本人は世界でいちばん花が好
き。日本人ほど行事に植物を取り入れてきた民族は少ない」（『日本人な
ら知っておきたい四季の植物』）という。たしかに、お正月には門松、 2
月の節分には柊

ひいらぎ

鰯
いわし

を飾るし、 3月のひな祭りは「桃の節句」、5月の子
どもの日は「端

たん

午
ご

（菖
しょう

蒲
ぶ

）の節句」だ。7月の七
たな

夕
ばた

では竹や笹が用いられ、
8月のお盆の時期には「盆

ぼん

花
ばな

」を飾る。そこで用いられるのは日本特有
の植物である。
俳句には季節を表すための「季語」があるが、その多くに花の名が挙
げられている。日本人にとって、花は移ろいゆく季節を感じ取る手がか
りのひとつ。季節を大事に、そして自然を大事に思う心は、昔ながらの
風習に色濃く残っている。

日本列島にはおよそ7000種の植物が自生しており、そのうち日本
だけに分布する固有の種は、なんと約 4割、2900種に上る。これほ
ど多くの固有種を持つ国は世界でも稀で、日本の自然環境がいかに豊
かで多様なのかがわかる。
ところが、現在ではこの 7000種類の植物のうち、1690種類が絶
滅危惧植物（狭義）とされているのだ。貴重な日本産の植物に限れば、
4種類に 1種類が絶滅の危機に瀕

ひん

していることになる。万葉集にも詠
まれたムラサキやサクラソウ、ナデシコ、秋の七草のひとつフジバカ
マといった植物も、姿を消しつつある。原因は、開発工事や外来種と
の交雑、盗掘や乱獲などさまざまだが、いずれも人の手による影響が
大きい。保全活動もおこなわれているが、いにしえの日本人の心を映
した植物たちが消えることのないように願うばかりだ。

日本の歴史や文化を紐とけば、そこには豊かな自然が姿をあらわす。
日本人と花とのかかわりを眺めてみよう。まめ

知識
1

まめ
知識
3

まめ
知識
2

季節の行事と花

悲鳴を上げる
日本固有種

江戸時代の
園芸フィーバー

日本人は世界でいちばん花が好き⁉
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6

荒
地
に
花
木
を 

植
え
よ
う
と
決
意

Ｊ
Ｒ
福
島
駅
か
ら
南
東
に
車
で
15

分
。
阿あ

武ぶ

隈く
ま

川
を
渡
り
、
山
あ
い
に
点

在
す
る
住
宅
群
を
抜
け
る
と
、
突
然
、

季
節
の
花
が
一
面
に
咲
き
乱
れ
る
小
高

い
山
が
視
界
に
入
る
。
写
真
家
の
故
・

秋
山
庄
太
郎
氏
に
「
ま
さ
に
桃
源
郷
と

は
、
こ
の
こ
と
だ
」
と
言
わ
し
め
た
花

見
山
公
園
で
あ
る
。

春
に
な
る
と
レ
ン
ギ
ョ
ウ
、
モ
ク
レ

ン
、
ハ
ナ
モ
モ
、
サ
ク
ラ
な
ど
70
種
類

の
花
が
、
山
裾
か
ら
頂
上
ま
で
標
高

１
８
０
ｍ
・
面
積
５
ha
を
隙
間
な
く
染

め
上
げ
る
。

阿
武
隈
川
右
岸
の
山
あ
い
の
里
、
渡わ

た

利り

地
区
に
あ
る
こ
の
花
見
山
公
園
、
い

ま
で
こ
そ
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
る

が
、
じ
つ
は
代
々
花か

卉き

専
業
農
家
で
あ

る
阿
部
家
の
私
有
地
で
あ
る
。
現
在
の

園
主
・
阿
部
一
夫
さ
ん
の
父
・
一
郎
さ

ん
と
祖
父
の
伊
勢
次
郎
さ
ん
が
苦
労
の

末
に
作
り
上
げ
た
も
の
だ
。
販
売
用
の

花
卉
を
栽
培
す
る
た
め
の
農
地
で
も
あ

る
。阿

部
家
で
花
卉
農
業
を
始
め
た
の

い
ず
れ
の
道
も

散
ら
ぬ
間
に
行
け
―
―

千
利
休
が
詠
ん
だ
と
い
う
。

福
島
県
の
あ
る
一
家
が

荒
れ
た
里
山
を
、

色
と
り
ど
り
の
花
が

咲
き
誇
る
花
の
里
山
に

仕
立
て
上
げ
た
。

そ
の
開
墾
か
ら
90
年
の

物
語
と
は
。

人
の
行
く

裏
に
道
あ
り

花
の
山
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「作付面積は10haに。息子夫婦も手伝っています」と阿部一夫園主

7

林
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
こ
は
強
酸
性
の

痩や

せ
た
土
地
で
、
野
菜
や
果
物
が
育
つ

よ
う
な
場
所
で
は
な
か
っ
た
。

花
を
植
え
る
し
か
な
い
―
―
翌
昭
和

11
年
、二
人
は
山
の
開か

い
墾こ

ん
に
着
手
し
た
。

苗
木
を
植
え
る
に
は
、
生
い
茂
っ
て
い

る
雑
木
や
竹
や
雑
草
を
取
り
除
き
、
ま

ず
道
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
苗

木
の
畑
を
つ
く
る
た
め
の
道
だ
。
力
仕

事
は
、
ま
だ
若
く
て
体
力
の
あ
る
息
子

は
、
伊
勢
次
郎
さ
ん
だ
っ
た
。
昭
和
10

（
１
９
３
５
）
年
、
伊
勢
次
郎
さ
ん
は
、

長
男
の
一
郎
さ
ん
が
信し

の
夫ぶ

農
学
校（
現・

県
立
福
島
明
成
高
校
）を
卒
業
す
る
と
、

か
ね
て
温
め
て
き
た
事
業
の
構
想
を
説

明
し
た
。
花か

木ぼ
く

を
栽
培
し
、
販
売
す
る

花
卉
農
業
を
始
め
る
の
だ
と
い
う
。

金
融
恐
慌
で
資
産
を
失
っ
た
阿
部
家

を
継
い
だ
伊
勢
次
郎
さ
ん
が
、
や
っ
と

の
こ
と
で
買
い
戻
し
た
の
は
１
ha
の
山

の
一
郎
さ
ん
が
引
き
受
け
た
。

誰
も
見
た
こ
と
の 

な
い
美
し
い
山
に

黙
々
と
鍬く

わ
で
雑
木
の
根
を
掘
り
起
こ

し
、
少
し
ず
つ
平
ら
な
道
を
造
っ
て

い
っ
た
。
コ
ツ
コ
ツ
と
根
気
の
い
る
作

業
を
続
け
る
う
ち
、
い
つ
し
か
一
郎
さ

ん
は
「
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な

美
し
い
山
を
造
ろ
う
」
と
い
う
思
い
を

強
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
夢
も
潰つ

い
え
そ
う
に
な
っ
た
。
一
郎

さ
ん
が
召
集
さ
れ
、
中
国
戦
線
に
４
年

間
、
派
遣
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

時
は
流
れ
、
終
戦
。
一
郎
さ
ん
は
二

度
の
召
集
を
受
け
た
が
無
事
に
帰
郷

し
、
前
に
も
ま
し
て
開
墾
と
花
木
栽
培

に
精
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
冬
の
厳

し
さ
に
耐
え
忍
ん
で
咲
く
春
の
花
の
中

に
、
人
間
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
の
答
え

が
あ
る
―
―
戦
中
・
戦
後
の
混
乱
し
た

時
代
を
送
っ
た
一
郎
さ
ん
に
と
っ
て
、

春
の
花
々
は
将
来
へ
の
希
望
の
光
だ
っ

た
。一

方
の
伊
勢
次
郎
さ
ん
は
、
温
室
栽

培
の
導
入
や
、
未
開
拓
の
北
海
道
市
場

に
向
け
た
作
付
け
な
ど
、
経
営
面
で
斬

新
な
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た
。

親
子
の
努
力
は
実
を
結
ん
だ
。
終
戦

か
ら
10
年
を
超
え
た
あ
た
り
か
ら
、
阿

部
家
の
山
は
頂
上
ま
で
花
木
が
植
え
込

ま
れ
、美
し
い
山
に
変
貌
し
て
い
っ
た
。

花
見
の
季
節
に
な
る
と
、
近
隣
か
ら
、

入
山
し
て
見
学
し
た
い
と
い
う
人
が
増

え
て
き
た
。

「
私
た
ち
が
つ
く
っ
た
花
の
山
を
見

て
、
皆
さ
ん
が
感
動
し
て
く
れ
る
の
な

ら
、
こ
れ
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
。

い
っ
そ
誰
で
も
自
由
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
し
よ
う
」

伊
勢
次
郎
さ
ん
が
そ
う
決
断
す
る

ショベルカーなどない時代、花見山は鍬一つで開墾された

レンギョウ ハクモクレン ハナモモ

花 の 里 山特集
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手前のチューリップ畑は「ふくしま花案内人」たちの協力によるもの

「
花
に
は
心
を
癒
や
す
力
が
」
と
齋
藤
さ
ん

8

と
、
一
郎
さ
ん
も
同
意
。
町
内
会
も
賛

同
し
て
く
れ
た
。

見
学
者
が
増
え 

環
境
問
題
が
発
生

昭
和
34
年
４
月
、阿
部
家
の
山
は「
花

見
山
公
園
」
と
名
を
新
た
に
、
無
料
で

一
般
に
開
放
す
る
こ
と
に
し
た
。
阿
部

家
で
は
来
園
者
の
た
め
に
遊
歩
道
を
広

げ
、
展
望
台
や
休
憩
所
を
作
り
、
子
ど

も
向
け
に
屋
外
水
洗
ト
イ
レ
も
設
置
し

た
。
雨
天
に
備
え
、
傘
も
用
意
し
た
。

写
真
家
の
故
・
秋
山
庄
太
郎
氏
が
撮

影
に
来
訪
し
た
の
は
開
園
か
ら
十
数
年

た
っ
た
頃
だ
。
氏
は
花
見
山
の
美
し
さ

を
絶
賛
。
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
知
名
度

は
一
気
に
上
が
っ
た
。
い
ま
で
は
、
春

に
な
る
と
、
県
外
は
言
う
に
お
よ
ば
ず

海
外
か
ら
も
数
万
人
の
来
園
者
が
押
し

寄
せ
る
ほ
ど
の
名
所
と
な
っ
た
。

し
か
し
来
園
者
の
急
増
は
、
一
方
で

交
通
渋
滞
や
ご
み
の
放
置
な
ど
、
地
域

の
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ

た
。
３
代
目
園
主
の
一
夫
さ
ん
は
当
時

を
振
り
返
っ
て
い
う
。

｢

一
番
大
き
か
っ
た
の
は
、
交
通
渋

滞
と
違
法
駐
車
の
問
題
で
し
た
。
私
も

父
も
地
域
に
迷
惑
を
か
け
て
申
し
訳
な

い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
非
常
に
悩

み
ま
し
た｣

そ
ん
な
と
き
、
支
援
を
申
し
出
た
の

が
福
島
市
だ
っ
た
。
平
成
16
（
２
０
０ 

４
）
年
、
市
は
花
見
山
周
辺
の
交
通
渋

滞
と
違
法
駐
車
問
題
に
つ
い
て
対
策
を

考
え
る
協
議
会
を
設
置
。
そ
の
結
果
、

シ
ー
ズ
ン
中
の
交
通
規
制
の
実
施
、
臨

時
駐
車
場
の
設
置
、「
花
見
山
公
園
」

ま
で
の
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
運
行
、
多
数

の
交
通
誘
導
員
の
配
置
な
ど
、
き
め
細

か
な
対
策
が
と
ら
れ
、
交
通
渋
滞
と
違

法
駐
車
は
大
幅
に
減
少
し
た
。

地
域
の
支
援
と 

「
花
案
内
人
」制
度

平
成
15
年
に
は
花
見
山
公
園
で
案
内

と
誘
導
を
し
て
く
れ
る
「
ふ
く
し
ま
花

案
内
人
」
制
度
も
で
き
た
。
市
の
観
光

案
内
も
兼
ね
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織

で
、
福
島
市
が
養
成
講
座
を
開
き
、
講

座
修
了
者
が
翌
年
か
ら
案
内
人
と
し
て

活
動
す
る
仕
組
み
だ
。
現
在
、
登
録
者

は
約
１
０
０
人
に
の
ぼ
る
。

会
長
の
齋
藤
義
久
さ
ん
は
案
内
人
に

な
っ
た
動
機
を
こ
う
話
す
。

「
私
は
以
前
、
メ
ー
カ
ー
に
勤
務
し
て

い
た
ん
で
す
が
、
40
代
で
管
理
職
に

な
っ
た
と
き
、
非
常
に
ス
ト
レ
ス
が
溜

ま
り
ま
し
て
ね
。
そ
ん
な
と
き
、
一
人

で
花
見
山
に
行
っ
て
花
を
見
て
い
る

と
、
な
ぜ
か
心
が
ス
ー
と
晴
れ
る
ん
で

す
。
花
は
人
の
心
を
癒
す
力
が
あ
る
ん

で
し
ょ
う
ね
。
も
し
心
に
悩
み
を
抱
え

た
来
園
者
が
来
ら
れ
た
ら
、
お
役
に
立

て
る
か
な
と
思
い
ま
し
て
」

一
夫
さ
ん
に
、
今
後
の
花
見
山
を

守
っ
て
い
く
う
え
で
最
も
大
切
に
し
て

い
る
こ
と
は
何
か
と
尋
ね
る
と
、
穏
や

か
な
口
調
で
、
こ
う
答
え
て
く
れ
た
。

「
原
点
は
、
花
を
次
々
と
切
れ
目
な
く

植
え
続
け
る
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ

と
を
し
っ
か
り
守
っ
て
い
る
限
り
、
木

は
生
長
す
る
し
、
花
は
ち
ゃ
ん
と
咲
い

て
く
れ
ま
す
。
余
計
な
こ
と
は
考
え
な

く
て
い
い
。
無
心
に
接
し
て
い
け
ば
自

ず
と
結
果
は
出
ま
す
。
花
が
人
を
呼
ぶ

の
で
す
」

先
代
の
園
主
は
、
良
寛
の
歌
に
習
っ

て
こ
う
詠
ん
だ
―
―
花
見
山
の
花
は
無

心
に
し
て
人
を
招
く
。

花 の 里 山特集
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「日本一太い」と言われる弘前公園のソメイヨシノは樹齢 100年以上。巨樹に咲く花は圧巻だ
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樹
に
は
人
間
の
よ
う
な 

寿
命
は
な
い

―
―
樹
木
医
と
は
、
街
路
樹
や
公
園
な

ど
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
の
保
護
・
管
理

を
担
う
公
共
性
の
高
い
職
業
だ
。
日
本

に
は
３
千
人
近
く
の
樹
木
医
が
い
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
生
計
を
立
て
て
い
る

人
は
ご
く
わ
ず
か
。
な
か
で
も
石
井
誠

治
さ
ん
は
、
日
本
樹
木
医
会
技
術
部
会

委
員
で
、
樹
木
医
を
生
業
と
す
る
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
一
人
で
あ
る
。
東

京
・
世
田
谷
区
上
北
沢
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
桜
並
木
の
蘇
生
に
取
り
組
ん
だ
こ

と
で
も
知
ら
れ
る
。
石
井
さ
ん
に
よ
れ

ば
、
第
一
に
私
た
ち
現
代
人
は
、
樹
木

に
対
し
て
多
く
の
誤
解
が
あ
る
と
い
う
。

石
井
　
代
表
的
な
の
が
、
戦
後
ま
も
な

石
井
誠
治

日
本
全
国
に
あ
る
桜
の
8
割
は

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
だ
。

戦
後
一
斉
に
植
え
ら
れ
た

そ
の
桜
並
木
が

危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を

ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

桜
が
枯
れ
る
の
に
は
、

じ
つ
は
別
の
理
由
が
あ
っ
た
―
―

誰
も
知
ら
な
か
っ
た

樹
木
の
常
識
・
非
常
識
⁉

 

老
木
で
も
花
は
咲
く
―
―

 〝
桜
に
寿
命
が
あ
る
〟

 

と
い
う
の
は
本
当
か
？

い
し
い
・
せ
い
じ
　

1
9
5
1
年
東
京
生
ま
れ
。
武
蔵
大
学
人

文
学
部
卒
業
。
学
生
時
代
よ
り
社
団
法
人
青
少
年
交
友
協
会
設

立
に
参
画
し
、
95
年
に
森
林
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
、
96
年
に
樹

木
医
と
し
て
登
録
。
自
然
観
察
と
環
境
教
育
の
場
づ
く
り
に
積

極
的
に
取
り
組
む
。
樹
木
を
め
ぐ
る
わ
か
り
や
す
い
解
説
で
テ

レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
で
人
気
に
。
著
書
に
『
わ
た
し
は
樹
木
の
お
医

者
さ
ん
』『
木
を
知
る
・
木
に
学
ぶ
』
な
ど
が
あ
る
。

撮
影
協
力
：
明
治
記
念
館
、
代
々
木
公
園
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枝先の新芽が膨らんで弾力がある枝は生きている。指で挟み簡
単に折れる枝はすでに死んでいる

10

く
植
樹
さ
れ
た
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
に
寿
命

が
き
て
い
て
、
も
う
す
ぐ
全
国
で
い
っ

せ
い
に
枯
れ
て
し
ま
う
と
い
う
説
で
す
。

し
か
し
、
樹
に
は
人
間
の
よ
う
な
寿
命

は
あ
り
ま
せ
ん
。
樹
は
人
間
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
生
命
体
な
の
で
、
人
間
の

概
念
を
当
て
は
め
て
理
解
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。

　
樹
木
は
か
つ
て
私
た
ち
日
本
人
の
生

活
の
中
に
ふ
つ
う
に
存
在
し
て
い
ま
し

た
。薪た

き
ぎに
し
た
り
、家
や
家
具
を
つ
く
っ

た
り
。
い
や
、
樹
が
な
け
れ
ば
生
活
が

成
り
立
た
な
か
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ

が
時
代
を
経
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
材
料

を
他
か
ら
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
私
た
ち
の
樹
へ
の
知
識
や
関
心
が

急
速
に
薄
ら
い
で
い
っ
た
ん
で
す
。
そ

こ
に
誤
解
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

枯
れ
る
の
は 

場
所
が
合
わ
な
い
か
ら

―
―
多
く
の
人
は
人
間
の
立
場
か
ら
樹

木
を
み
て
い
る
た
め
、
樹
木
の
細
胞
全

体
が
生
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
じ

つ
は
こ
の
考
え
方
も
間
違
い
。
樹
は
大

半
の
細
胞
は
分
裂
後
ま
も
な
く
死
ん
で

し
ま
い
、
外
皮
と
形
成
層
の
間
に
あ
る

師し

部ぶ

と
柔
細
胞
、
葉
と
根
だ
け
が
生
き

て
い
る
部
分
な
の
だ
と
い
う
。

石
井
　
樹
は
肥
大
成
長
で
大
き
く
な
り

続
け
る
生
き
方
を
す
る
生
物
な
の
で
す
。

形
成
層
の
内
側
に
木
部
、
外
側
に
師
部

を
作
り
な
が
ら
、
先
端
に
芽
、
地
下
に

は
根
を
形
成
し
伸
び
て
い
き
ま
す
。
よ

く
樹
の
導
管
を
血
管
に
例
え
て
理
解
し

て
い
る
人
が
い
ま
す
が
、
導
管
は
死
ん

だ
細
胞
で
で
き
た
た
だ
の
ス
ト
ロ
ー
で

あ
っ
て
、
動
物
の
血
管
の
よ
う
な
生
き

た
細
胞
で
は
な
い
の
で
す
。

　
樹
は
、
根
が
充
分
に
成
長
で
き
る
土

壌
条
件
と
水
分
、
光
環
境
が
あ
れ
ば
、

い
つ
ま
で
も
生
き
続
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
つ
ま
り
、
一
般
に
樹
が
「
寿
命

を
迎
え
た
」
と
い
う
の
は
、
生
え
て
い

る
場
所
が
そ
の
樹
に
と
っ
て
そ
ぐ
わ
な

い
環
境
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
い
ま
、
戦
後
に
植
え
ら
れ
た

街
路
樹
が
次
々
と
枯
れ
た
り
倒
れ
た
り

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
樹
が
大
き
く

な
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
の

植う
え

枡ま
す
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
仕
切
ら
れ
た

植
物
を
植
え
る
場
所
）
が
狭
い
た
め
に

根
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
ず
、
樹
勢
が

弱
く
な
っ
た
こ
と
が
主
な
原
因
で
す
。

狭
い
場
所
で
は
、
樹
は
生
き
続
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
ん
で
す
。

―
―
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
寿
命
が
60
年
と

も
80
年
と
も
い
わ
れ
る
の
も
、
同
じ
誤

解
か
ら
生
ま
れ
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
戦

後
に
植
え
ら
れ
た
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
大

き
く
育
っ
た
た
め
に
剪
定
で
太
い
枝
を

切
ら
れ
、
内
部
の
腐
朽
も
進
ん
で
枝
が

折
れ
、
枯
れ
る
も
の
が
出
て
き
た
か
ら

だ
。

石
井
　
本
来
、
街
路
樹
は
消
耗
品
な
ん

で
す
。
あ
る
程
度
の
大
き
さ
に
な
っ
た

ら
も
う
そ
れ
以
上
そ
こ
に
植
え
て
お
く

こ
と
は
で
き
な
い
。
伐ば

っ
採さ

い
し
て
新
し
い

樹
に
植
え
替
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
す
。

実
際
、
街
路
樹
は
毎
年
強
く
刈
り
込
ま

れ
て
、
本
来
の
樹
形
を
保
っ
て
は
い
ま

せ
ん
。
や
っ
と
生
き
て
い
る
よ
う
な
状

態
の
樹
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
高
木
に

な
る
木
ほ
ど
生
育
が
悪
化
し
て
い
る
状

況
だ
と
思
い
ま
す
。

む
や
み
な
剪
定
が 

樹
を
痛
め
つ
け
る

―
―
昨
今
、
自
治
体
の
予
算
が
削
減
さ

れ
、
街
路
樹
の
整
備
は
、
樹
木
の
こ
と

を
よ
く
知
ら
な
い
土
木
業
者
が
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
で
切
断
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
少

な
く
な
い
。

石
井
　
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
と
こ
ろ
で
切

ら
れ
て
い
る
樹
を
よ
く
見
か
け
ま
す
ね
。

根で吸収した水を通
す導管などの集まり

木部

葉でできた栄養を通
す師管などの集まり

師部

死んだ細胞死んだ細胞

生きている細胞生きている細胞
↓↓
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「せたがや百景」にも選定された上北沢の桜並木

11

樹
は
何
度
か
切
ら
れ
る
と
、
自
ら
瘤こ

ぶ
の

よ
う
な
防
御
壁
を
作
り
、
細
菌
な
ど
の

侵
入
を
阻
止
し
ま
す
。
だ
か
ら
次
に
剪

定
を
す
る
と
き
は
、
そ
こ
か
ら
伸
び
た

先
の
枝
を
切
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
そ

の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
は
、
そ
の
瘤
か

ら
切
り
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る

ん
で
す
。
結
果
、
傷
口
か
ら
感
染
し
て

腐
朽
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
い
ま
の
街

路
樹
の
剪
定
事
業
は
、
税
金
を
使
い
樹

勢
の
弱
い
樹
を
増
や
し
て
い
る
よ
う
な

も
の
。
樹
が
可
哀
想
で
す
。

―
―
石
井
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と

街
路
樹
は
、
江
戸
時
代
に
雨
風
か
ら
通

行
人
を
守
る
た
め
に
植
え
ら
れ
た
も
の

だ
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
歩
道
が

舗
装
さ
れ
安
全
に
歩
行
で
き
る
現
代
に

お
い
て
は
不
要
な
も
の
だ
。

石
井
　
街
の
緑
化
や
景
観
の
た
め
に
樹

を
植
え
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
街

路
樹
で
は
な
く
、
も
う
少
し
ま
と
ま
っ

た
土
地
に
小
さ
な
森
を
作
っ
て
い
く
ほ

う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
都
心
に

も
空
き
家
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
そ

の
土
地
を
行
政
が
取
得
し
、
樹
を
植
え

れ
ば
本
当
の
意
味
で
の
緑
化
に
な
り
ま

す
。
樹
が
自
在
に
枝
葉
や
根
を
伸
ば
せ

る
の
で
自
然
樹
形
を
保
て
、
公
園
の
よ

う
に
緑
陰
も
提
供
で
き
ま
す
。

老
木
に
ど
う
花
を 

咲
か
せ
る
か

―
―
と
は
い
え
、
街
の
シ
ン
ボ
ル
に

な
っ
て
い
た
り
、
散
策
の
と
き
に
心
を

癒い

や
す
街
路
樹
は
で
き
れ
ば
「
守
り
た

い
」
と
考
え
る
の
が
人
情
。
石
井
さ
ん

は
、
自
身
の
地
元
で
も
あ
る
東
京
・
世

田
谷
区
の
行
政
の
依
頼
を
う
け
、
元
気

の
な
く
な
っ
た
桜
並
木
の
再
生
に
か
か

わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

石
井
　
桜
の
木
が
衰
弱
し
た
の
は
、
密

に
植
え
す
ぎ
た
こ
と
が
原
因
の
ひ
と
つ

で
す
。
植
樹
当
初
は
、
ま
だ
樹
が
細
く
、

樹
と
樹
の
間
隔
が
あ
っ
た
の
で
、
充
分

に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、

年
月
を
経
る
に
つ
れ
間
隔
が
徐
々
に
狭

ま
り
、
生
存
の
た
め
の
成
長
が
で
き
な

く
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
す
。
窮
屈
に

な
る
前
に
適
切
な
剪
定
を
す
る
べ
き
で

し
た
。

　
園
芸
の
世
界
で
「
桜
切
る
馬
鹿
、
梅

切
ら
ぬ
馬
鹿
」
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
言
葉
が
一
人
歩
き
し
た
面
も
あ
り

ま
す
。
成
長
が
早
い
桜
は
、
樹
形
を
整

え
花
付
き
を
よ
く
す
る
梅
の
よ
う
に
は

切
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
で
す

が
、
言
葉
通
り
「
桜
は
剪
定
し
な
い
も

の
」
と
考
え
る
人
が
多
い
の
で
す
。

　
桜
並
木
を
復
活
さ
せ
る
に
は
思
い

切
っ
た
決
断
が
必
要
で
し
た
。
弱
っ
た

ま
ま
の
幹
を
残
し
て
も
意
味
は
あ
り
ま

せ
ん
。
傷い

た
ん
だ
樹
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
け
ば
倒
木
の
危
険
も
あ
る
。
一
部
は

伐
採
し
、
ま
だ
生
き
ら
れ
そ
う
な
樹
は
、

不
定
根
誘
導
と
い
う
方
法
で
、
蘇
生
を

試
み
ま
し
た
。
朽
ち
て
空
洞
化
し
た
幹

の
中
に
新
た
な
根
を
生
や
さ
せ
、
地
面

ま
で
誘
導
し
て
新
た
な
幹
に
す
る
方
法

で
す
。

―
―
石
井
さ
ん
の
適
切
な
処
置
の
甲
斐

あ
っ
て
、
春
に
な
る
と
い
っ
せ
い
に
開

花
。
上
北
沢
の
桜
並
木
は
、
ふ
た
た
び

絢け
ん

爛ら
ん
な
花
を
咲
か
せ
人
々
の
目
を
楽
し

ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

石
井
　
上
北
沢
の
住
民
の
方
々
は
、
桜

並
木
の
保
護
の
た
め
に「
桜
並
木
会
議
」

と
い
う
団
体
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
私

は
技
術
顧
問
と
し
て
管
理
方
法
や
、
桜

と
い
う
樹
木
の
生
き
方
を
皆
さ
ん
に
お

話
し
し
ま
し
た
。
現
在
は
樹
木
に
対
す

る
基
本
的
な
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
な

い
の
で
す
。
私
が
樹
木
医
と
し
て
、
活

動
す
る
の
は
、
み
な
さ
ん
に
樹
の
生
態

を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。

　
講
演
で
は
、
日
本
人
が
大
好
き
な
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
広

ま
っ
た
の
か
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
に
ま
で

私
た
ち
は
桜
に
心
惹
か
れ
る
の
か
、
と

い
っ
た
こ
と
か
ら
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

大
げ
さ
に
言
え
ば
、
樹
木
の
知
識
の
有

無
は
日
本
文
化
の
根
幹
に
関
わ
る
話
で

も
あ
る
の
で
す
。
日
本
の
豊
か
な
自
然

の
象
徴
は
樹
木
で
す
。
樹
木
が
生
活
の

中
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
現
在
の
日
本

で
は
、
培
っ
て
き
た
日
本
の
文
化
を
理

解
す
る
体
験
の
共
有
が
必
要
で
す
。
ぜ

ひ
身
近
な
樹
木
に
親
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

花 の 里 山特集
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写
真
・
イ
ラ
ス
ト
提
供
：
た
な
か
や
す
こ

12

養
分
た
っ
ぷ
り
ミ
ミ
ズ
の
糞

外
で
お
花
見
す
る
の
も
い
い
け
れ
ど
、

自
宅
で
植
物
を
育
て
る
喜
び
は
ま
た
格
別

で
す
。
で
も
ベ
ラ
ン
ダ
や
狭
い
お
庭
で
の

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
で
困
る
の
が
、
古
い
土
の

始
末
。
使
い
続
け
て
い
る
と
土
は
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ン
が
悪
く
な
り
、
連
作
障
害
や

病
気
が
起
き
や
す
く
な
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
土
は
ご
み
に
出
せ
ま
せ

ん
。
古
い
土
を
ど
こ
か
に
置
い
て
お
こ
う

に
も
、
重
い
し
場
所
も
と
る
…
…
。
土
の

始
末
は
な
か
な
か
厄
介
な
問
題
で
す
。

そ
ん
な
時
、
ベ
ラ
ン
ダ
菜
園
の
第
一
人

者
、
た
な
か
や
す
こ
さ
ん
か
ら
耳
よ
り
な

情
報
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
た
な
か

さ
ん
は
も
う
10
年
以
上
、
ず
っ
と
同
じ
土

で
同
じ
野
菜
を
育
て
て
い
る
の
に
、
連
作

障
害
が
出
て
い
な
い
と
い
う
の
で
す
。

ポ
イ
ン
ト
は
、
ミ
ミ
ズ
コ
ン
ポ
ス
ト
で

で
き
た
糞ふ

ん

土ど

を
足
し
な
が
ら
育
て
る
こ

と
。
そ
し
て
、
１
つ
の
鉢
で
数
種
類
の
植

物
を
寄
せ
植
え
に
す
る
こ
と
で
す
。「
連

作
障
害
は
土
の
中
の
養
分
や
菌
の
バ
ラ
ン

ス
が
偏
る
こ
と
で
発
生
し
ま
す
。
ミ
ミ
ズ

の
糞
は
、
養
分
は
も
ち
ろ
ん
、
有
用
菌
も

た
っ
ぷ
り
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
土
の
バ

ラ
ン
ス
を
整
え
る
の
に
最
適
な
ん
で
す
。

さ
ら
に
寄
せ
植
え
に
す
る
こ
と
で
植
物
の

根
と
共
生
す
る
微
生
物
に
多
様
性
が
生
ま

れ
て
、
病
害
虫
に
も
抵
抗
力
が
あ
る
、
長

く
使
え
る
土
に
な
り
ま
す
よ
」

コ
ン
ポ
ス
ト
に
入
れ
る
の
は
「
シ
マ
ミ

ミ
ズ
」。
釣
り
餌
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
教
材
と
し
て
ネ
ッ
ト
で
も
購
入

で
き
ま
す
。
畑
や
庭
に
よ
く
い
る
ド
バ
ミ

ミ
ズ
は
腐
葉
土
が
主
食
で
、
生
ご
み
は
食

べ
ま
せ
ん
か
ら
ご
注
意
を
。
餌
は
野
菜
く

ず
や
茶
殻
な
ど
を
好
み
ま
す
。
餌
を
入
れ

た
ら
、
土
と
軽
く
混
ぜ
て
ふ
た
を
し
て
お

き
ま
す
。
ミ
ミ
ズ
は
暗
い
場
所
を
好
む
の

で
、
直
射
日
光
が
さ
さ
ず
、
雨
が
降
り
込

ま
な
い
場
所
に
置
き
ま
す
。

「
ミ
ミ
ズ
は
春
と
秋
に
１
mm
ほ
ど
の
レ
モ

ン
型
の
卵
を
産
み
ま
す
。
木
綿
糸
み
た

い
な
赤
ち
ゃ
ん
ミ
ミ
ズ
に
お
目
に
か
か
る

と
、
子
ど
も
た
ち
は
ど
れ
だ
け
眺
め
て

い
て
も
飽
き
な
い
よ
う
で
す
。ミ
ミ
ズ
っ

て
意
外
と
か
わ
い
い
ん
で
す
よ（
笑
）。

コ
ン
ポ
ス
ト
づ
く
り
は
ち
ょ
っ
と
手
間

で
す
が
、
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ

い
」

 
小
さ
な
農
園
づ
く
り
―
―

ミ
ミ
ズ
コ
ン
ポ
ス
ト

の
す
す
め

ミ
ミ
ズ
を
ペ
ッ
ト
に
す
る
!?

　

そ
ん
な
の
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

で
も
意
外
や
意
外
、

ミ
ミ
ズ
は
子
ど
も
た
ち
か
ら
大
人
気
！

生
ご
み
削
減
と
し
て
、
土
づ
く
り
と
し
て
、

そ
し
て
生
き
も
の
と
触
れ
合
う
機
会
と
し
て
、

一
石
三
鳥
の
ミ
ミ
ズ
コ
ン
ポ
ス
ト
に

挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
　
　
　（

編
集
部
）

たなかやすこ
北海道小樽市生まれ。ガーデニング
クリエイター、イラストレーター。
コンテナをメインとした家庭菜園歴
30年以上の実績を活かし、ベラン
ダ菜園の市民講座やワークショップ
の講師を務める。著書に『ベランダ
寄せ植え菜園―自然の力を借りる
から失敗しない』など。

アドバイス

ミ
ミ
ズ
コ
ン
ポ
ス
ト
の
断
面
図
。糞
は
外
鉢
に
溜

ま
る
の
で
、
表
面
を
削
り
取
っ
て
採
取
し
、
花

や
野
菜
を
植
え
る
プ
ラ
ン
タ
ー
の
土
に
混
ぜ
る
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出典：『ベランダ寄せ植え菜園』（誠文堂新光社）13

ミミズが出入りしやすいよ
うに三角形の切り込み入り

餌場の器には、通気性がよ
く、気温が上がりすぎない
素焼き鉢がおすすめ。レン
ガや陶器が切れるノコギリ
で、水をかけながら鉢底を
切り取る。ただし、慣れて
いないと時間がかかるた
め、負担な人はプラ鉢の底
を抜いたもので代用しても

⚫シマミミズ（200匹前後）

⚫Ⓐ　大きめのウッドプランター等、
　鉢口の広い容器
　（深さ25～30㎝、直径45㎝程度が目安）

⚫Ⓑ　円筒形の器
　（約 4ℓ入る7号素焼き鉢の
　底を取ったものなど）

⚫木のふた
　（カットした素焼き鉢の底部分を
　利用しても）

⚫バーベキュー用の炭
　（5㎝ほどの長さに割る）

⚫ココヤシ100％の土
　（約30ℓ。水で戻すタイプのものが
　100円ショップなどで販売されている）

⚫鉢底網

⚫もみ殻
がら

燻
くん

炭
たん

与えてはいけない食品は？
有機物ならほぼなんでも分解するが、肉・魚などのタン
パク質、油分、ニンニクやトウガラシなど刺激の強い食
品は、分解するのに時間がかかり、虫が湧く原因になる
ので避けたほうがよい。柑橘類に含まれる「リモネン」
はミミズにとって毒なので、これも避ける。

外鉢に花や野菜を
植えよう！

コンポストでできた糞土を他のプランター
の肥料にするだけでなく、コンポストで
直接植物を育てられる。写真は小さな花
と実がかわいいワイルドストロベリー。

❶Ⓐの鉢に鉢底網を乗せ、炭を敷き詰める

❷鉢の中央に底のない円筒形の器Ⓑを置く。
　ここがミミズの餌場

❸ココヤシ100％の土にもみ殻燻炭を１割加え、
　外鉢に入れる

❹餌場となるⒷの器の中に③の用土と
　シマミミズを入れて軽く混ぜる

❺外鉢に花やハーブ、野菜を植える

用意するもの 作り方

ミ
ミ
ズ
コ
ン
ポ
ス
ト
の
断
面
図
。糞
は
外
鉢
に
溜

ま
る
の
で
、
表
面
を
削
り
取
っ
て
採
取
し
、
花

や
野
菜
を
植
え
る
プ
ラ
ン
タ
ー
の
土
に
混
ぜ
る

花 の 里 山特集
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ピ
ン
ク
色
は
花
び
ら 

か
ら
で
た
色
？

は
ん
な
り
と
し
た
ピ
ン
ク
色
が
美
し

い
「
桜
染
め
」。
草
木
染
め
に
用
い
ら

れ
る
の
は
桜
の
木
の
ど
の
部
位
な
の

か
、
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
答
を
知
っ
て

い
る
人
は
、
よ
ほ
ど
染
色
に
詳
し
い

か
、
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書
で
、
詩

人
・
大
岡
信
氏
の
『
言
葉
の
力
』
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
だ
憶
え
の
あ
る
人

だ
ろ
う
。

大
岡
氏
は
、
染
色
家
で
、
紬

つ
む
ぎ

織お
り

の

人
間
国
宝
で
も
あ
る
志
村
ふ
く
み
さ
ん

に
、
桜
で
染
め
た
美
し
い
ピ
ン
ク
色
の

着
物
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
と
き
、
素し

ろ

人う
と

考
え
で
「
桜
の
花
び
ら
を
煮
詰
め
て
色

を
取
り
出
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
考
え

た
。
と
こ
ろ
が
、
予
想
と
違
い
、
そ
の

鮮
や
か
で
奥
ゆ
か
し
い
ピ
ン
ク
色
は
、

桜
の
花
が
咲
く
ま
さ
に
直
前
の
枝
や
幹

か
ら
得
ら
れ
る
色
だ
っ
た
の
だ
。

日
本
の
色
は
３
０
０
色

１
８
５
６
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
化
学

者
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
ー
キ
ン
が
化
学

染
料
を
発
明
す
る
ま
で
、
布
を
染
め
る

染
料
は
す
べ
て
天
然
由
来
だ
っ
た
。
日

本
で
は
、
古
代
か
ら
ず
っ
と
植
物
の

そ
れ
を
知
っ
て
大
岡
氏
は
「
春
先
、

も
う
ま
も
な
く
花
と
な
っ
て
咲
き
出
よ

う
と
し
て
い
る
桜
の
木
が
、
花
び
ら
だ

け
で
な
く
、
木
全
体
で
懸
命
に
な
っ
て

最
上
の
ピ
ン
ク
色
に
な
ろ
う
と
し
て
い

る
姿
が
、
私
の
脳の

う

裡り

に
ゆ
ら
め
い
た
」

と
書
い
た
。

花
実
や
根
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

植
物
か
ら
と
れ
る
伝
統
色
の
名
前
は

３
０
０
種
類
近
く
あ
る
。

同
じ
ピ
ン
ク
で
も
、「
紅こ

う

梅ば
い

色
」「
薄う

す

紅く
れ
な
い」「

甚じ
ん

三ざ

紅も
み

」「
桃も

も

色
」「
鴇と

き

色
」

「
撫

な
で
し

子こ

色
」「
灰は

い

梅う
め

」「
灰は

い

桜ざ
く
ら」

…
…
濃

淡
で
さ
ま
ざ
ま
に
名
前
が
変
わ
る
。
す

べ
て
自
然
に
な
ぞ
ら
え
た
名
前
で
あ

る
。
季
節
に
合
っ
た
色
を
着
こ
な
し
の

中
に
取
り
入
れ
る
の
は
、
平
安
時
代
か

ら
た
し
な
み
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
き

た
。
自
然
と
と
も
に
生
き
、
四
季
の
移

ろ
い
に
心
を
寄
せ
て
き
た
日
本
人
に

と
っ
て
は
、当
然
の
習
い
な
の
で
あ
る
。

化
学
染
料
と
は
違
っ
て
、
草
木
染
め

は
毎
回
同
じ
色
に
染
ま
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
同
じ
木
を
用
い
て
も
、
季

節
が
変
わ
れ
ば
ま
た
違
う
色
に
な
り
、

そ
こ
に
ま
た
新
し
い
色
と
の
出
会
い
が

生
ま
れ
る
。

志
村
ふ
く
み
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
花
が

咲
く
直
前
の
桜
の
枝
で
染
め
る
と
ピ
ン

ク
に
な
る
が
、
桜
の
花
び
ら
で
染
め
る

と
、
今
度
は
灰
色
が
か
っ
た
う
す
緑
に

な
る
と
い
う
。
ま
る
で
樹
の
中
に
、
次

に
成
長
す
る
色
が
た
め
込
ま
れ
て
い
る

か
の
よ
う
だ
―
―
桜
染
め
の
ふ
し
ぎ

で
あ
る
。

桜で染めた糸で織られた布地（志村ふくみ「桜シリーズ」1988年制作）

古
代
か
ら
日
本
人
は
染
料
を
植
物
か
ら
得
て
き
た
。

木
に
宿
る
色
を
布
に
染
め
出
す
―
―

さ
て
、
桜
の
木
は
ど
ん
な
色
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
。

桜
染
め
の
ふ
し
ぎ
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高尾の森自然学校
週末には昆虫や野鳥などの生きもの観察会や森の素材を活かした
クラフトワークショップ、森林整備の体験ができるプログラム、ボランティア活動をおこなっています。
また、休館日以外は森の中を自由に散策できます。

◉開館時間：�夏季（３～９月）9:30 ～ 17:00�／�冬季（10～２月）9:30 ～ 16:00

◉定休日：火曜日

〒 193-0821　東京都八王子市川町 705-1
（Tel）042-673-3844�　（Fax）042-673-3945　（E-mail）takao-sizengakkou@7midori.org
（URL）https://www.7midori.org/takao/

「高尾の森自然学校」
桜染めでバンダナづくり！

自然学校に自生するヤマザクラの花

生きもの観察とはまた違った視点で、
自然と触れ合う機会にしたい――
セブン‐イレブン記念財団が運営する
「高尾の森自然学校」では、
毎年春に、園内に自生するヤマザクラで桜染めの
ワークショップを開催している。
ワークショップのようすをのぞいてみると――。

ワークショップでは、剪定した枝や折れた枝を
利用。染める布と同じ重さぶんの枝を集め、
剪定ばさみで５㎝ほどにカットする。寸胴鍋に
湯を沸かし、枝を投入

鍋から桜の枝を取り出し、③の布を浸す。20
分ほど浸けたら、輪ゴムをとってしっかり水洗
いし、乾かす。これで完成！

枝を煮るあいだに、絞り染めの準備をする。
ビー玉や割り箸を布でくるんで輪ゴムでとめ
たり、洗濯ばさみで挟んで、模様をデザイン

草木染めでは発色をよくし、色を定着させるために「媒染」を用いる。今回使うのは
「アルミ媒染」。
市販のミョウバンを少量のお湯で溶かして５％濃度の溶液をつくったもの。この溶液
に準備した布を浸す

①ヤマザクラの枝を集めて煮る

④布を染める

②バンダナの模様付けの準備

③媒染剤をつくる

（石井麻美子先生・以下同）

枝を洗濯ネットに入れてから
お湯に入れると、

あとの処理が楽ですよ

どんな色や模様になるかは、仕上がってからのお楽しみ！　
組み合わせても

面白い模様になります

染液に長く浸けたり、２回、３回と浸けることでも、また色合いが変わります。
そんな変化も草木染めの

醍醐味です

ミョウバンは
料理のあく抜きにも使用され、スーパーやドラッグストアで

手に入ります

花 の 里 山特集
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バ
ケ
ツ
と
ホ
ー
ス
を
使
っ
た
水
力
発
電
装
置

は
、
落
差
を
利
用
し
て
水
車
で
発
電
し
、
オ

ル
ゴ
ー
ル
を
鳴
ら
す
仕
組
み

ソーラーカーの工作体験。自分で作ったソー
ラーカーを走らせるのはドキドキの瞬間だ

小学校での出前授業のようす

栃
木
県
宇
都
宮
市
は
、
北
関
東
で

最
も
人
口
が
多
く
、
約
51
万 

３
０
０
０
人
が
暮
ら
し
て
い
る
街
だ
。
遠
く

に
日
光
連
山
を
望
み
、
多
く
の
川
が
流
れ
て

自
然
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
が
、
近
年
は

気
候
変
動
や
ご
み
の
増
加
な
ど
の
環
境
問
題

も
起
き
て
い
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
う
つ
の
み
や
環
境
行
動

フ
ォ
ー
ラ
ム
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
会

（
宇
都
宮
市
）
は
、
再
エ
ネ
に
つ
い
て
市
民

と
一
緒
に
学
ん
で
い
こ
う
と
、
２
０
１
２
年

度
に
設
立
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

「
01
年
９
月
に
宇
都
宮
市
環
境
基
本
条
例
が

で
き
、
市
民
に
よ
る
環
境
保
全
活
動
の
必
要

性
が
環
境
基
本
計
画
で
提
言
さ
れ
て
、
04
年

６
月
に
う
つ
の
み
や
環
境
行
動
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
発
足
し
ま
し
た
。
市
民
、
事
業
者
、
行
政

が
連
携
し
て
環
境
保
全
活
動
に
取
り
組
み
、

生
物
多
様
性
保
全
部
会
、
里
山
保
全
部
会
な

ど
の
部
会
活
動
に
分
岐
し
て
い
き
ま
し
た
。

11
年
か
ら
は
宇
都
宮
環
境
学
習
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
に
も
な
り
、
地
球
温
暖
化
を

テ
ー
マ
に
『
環
境
大
学
』
と
い
う
大
人
向
け

の
講
座
を
開
い
て
い
ま
す
。
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
部
会
は
、
こ
の
参
加
者
に
呼
び
か
け

て
生
ま
れ
ま
し
た
」
と
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
顧

問
を
務
め
る
三
宅
徹
治
さ
ん
は
話
す
。

現
在
は
、
三
宅
さ
ん
ら
技
術
系
の
元
会
社

員
や
工
学
系
の
大
学
教
授
ら
10
人
が
、
部
会

の
主
要
メ
ン
バ
ー
だ
。月
例
の
勉
強
会
で
は
、

燃
料
電
池
車
や
発
電
所
、
再
エ
ネ
研
究
所
な

ど
の
施
設
の
見
学
や
、
太
陽
熱
風
車
や
ヒ
ー

ト
ポ
ン
プ
と
い
っ
た
再
エ
ネ
技
術
の
研
究
に

も
余
念
が
な
い
。

「
11
年
３
月
に
起
き
た
福
島
の
原
発
事
故

が
、
再
エ
ネ
部
会
発
足
の
背
景
と
し
て
あ
り

ま
す
。
役
立
つ
と
考
え
て
い
た
技
術
が
大
き

な
事
故
を
起
こ
し
た
こ
と
は
、
技
術
屋
に

と
っ
て
衝
撃
で
し
た
。
探
求
心
が
強
く
、
議

論
が
好
き
な
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
っ
て
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
ど
う
し
て
い
け
ば
い
い
か
を
あ
ら

た
め
て
考
え
、
学
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
ん

で
す
」（
三
宅
さ
ん
）

19
年
か
ら
は
、
地
球
温
暖
化
へ
の
危
機
感

が
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
を
危
惧
し
て
、
小

学
校
高
学
年
向
け
に
出
前
授
業
を
始
め
た
。

風
力
や
水
力
な
ど
再
エ
ネ
発
電
の
仕
組
み
と

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
基
礎
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え

て
い
る
。
黒
い
紙
で
作
っ
た
集
熱
器
に
光
を

当
て
、温
ま
っ
た
上
昇
気
流
で
風
車
を
回
す
。

NPO法人  うつのみや
環境行動フォーラム
再生可能エネルギー部会

実
験
と
体
験
を
重
視
し
て
、環
境
問
題
を
も
っ
と
身
近
に
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子どもたちから届い
た

メッセージ。体験と
気

づきがセットで得ら
れ

る貴重な機会だ

座学にもクイズを取り
入れるなど、子どもた
ちを惹きつける工夫が

手づくり実験装置の開発段階では議論にも熱がこもる

お湯の熱で動き出すスターリング
エンジン

は発電もする

宇都宮大学の学生とは出前授業の内容も共同で考えている

ソ
ー
ラ
ー
カ
ー
の
キ
ッ
ト
を
組
み
立
て
て
走

ら
せ
て
み
る
。
実
験
を
重
視
し
た
こ
の
環
境

出
前
授
業
は
、
セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン
記
念
財

団
の
助
成
を
得
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

「
環
境
教
育
は
後
発
で
し
た
が
、
模
型
を
手

作
り
し
て
実
験
や
体
験
を
大
切
に
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
考
案
し
た
ら
、
高
い
評
価
を
い
た

だ
い
て
広
が
り
ま
し
た
。
毎
回
ア
ン
ケ
ー
ト

を
と
り
、
第
三
者
の
評
価
を
大
事
に
し
て
改

善
を
重
ね
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
地
球
温
暖
化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が

教
科
書
に
登
場
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
、
彼
ら

が
社
会
の
中
核
に
な
る
の
が
２
０
５
０
年
の

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
時
期
と
い
う
２

点
か
ら
、
小
学
校
高
学
年
を
対
象
に
し
ま
し

た
」（
三
宅
さ
ん
）

現
在
は
中
学
生
や
シ
ニ
ア
向
け
の
講
座
に

も
招
か
れ
て
、
活
動
が
広
が
っ
て
い
る
。
20

年
か
ら
宇
都
宮
大
学
国
際
学
部
の
髙
橋
若
菜

教
授
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
理
事
長
に
な
り
、
学

生
と
の
連
携
も
始
ま
っ
た
。
再
エ
ネ
部
会
は

国
際
学
部
の
学
生
と
共
同
で
、
宇
都
宮
市
の

再
エ
ネ
の
現
状
と
可
能
性
を
調
べ
、
報
告
書

を
作
成
。
22
年
４
月
に
、公
開
セ
ミ
ナ
ー「
宇

大
生
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
考
え
た
宇
都
宮
の
持
続
可

能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
開
催
し
た
。

「
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
に
得
意
分
野
が
あ
っ

て
活
動
し
て
き
ま
し
た
が
、
次
の
世
代
に
つ

な
い
で
い
き
た
い
の
で
、
我
々
の
出
前
授
業

に
も
若
い
力
を
入
れ
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
継
続
に
は
資
金
と
人
材
が
必
要
で
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
の
役
割
は
社
会
変
革
な
ん
で
す
。
身
近

な
緑
を
大
切
に
す
る
意
識
を
持
つ
、
環
境
保

全
活
動
を
自
分
ご
と
と
し
て
考
え
る
、
そ
ん

な
意
識
や
行
動
を
誘
発
す
る
方
向
に
進
ん
で

こ
そ
存
在
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
温
暖

化
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
身
近
な
例

で
説
明
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。
気

候
変
動
に
よ
っ
て
、
19
年
の
台
風
で
は
宇
都

宮
で
も
洪
水
が
起
き
て
い
ま
す
し
、
昨
年
も

大
雨
や
猛
暑
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
我
々

の
孫
の
世
代
に
あ
た
る
子
ど
も
た
ち
と
接
す

る
の
は
楽
し
い
で
す
。
伝
わ
っ
た
か
な
？
　

と
反
応
を
見
て
は
励
み
に
し
て
、
来
年
度
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
議
論
を
始
め
て
い
ま
す
。
ま

だ
ま
だ
や
る
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
」（
三
宅
さ
ん
）

い
ま
だ
自
然
が
残
る
宇
都
宮
市
だ
が
、
市

全
域
の
緑
被
率
は
67
％
で
も
、
中
心
市
街
地

は
15
・
２
％
と
、
い
つ
の
間
に
か
緑
が
減
っ

た
。
自
然
と
共
生
し
、
地
球
温
暖
化
を
緩
和

す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
三
宅
さ
ん

た
ち
は
学
び
、考
え
な
が
ら
、

子
ど
も
た
ち
に
環
境
の
大 

切
さ
を
伝
え
て
い
る
。

セブン━イレブン
記念財団

助成しています
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自
然
に
関
心
を
持
つ
人
を 

ど
う
増
や
し
て
い
く
か

１
億
年
以
上
前
か
ら
生
息
す
る
ウ
ミ
ガ
メ

類
は
、
現
在
、
世
界
に
い
る
7
種
の
う
ち
６

種
が
絶
滅
危
惧
種
だ
。
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
エ

バ
ー
ラ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
（
Ｅ
Ｌ

Ｎ
Ａ
：
エ
ル
ナ
、
横
浜
市
）
は
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
や
小
笠
原
な
ど
の
繁
殖
地
で
、
ウ
ミ
ガ

メ
の
保
全
に
取
り
組
む
団
体
で
あ
る
。

「
ア
ジ
ア
地
域
の
海
洋
生
物
と
海
洋
環
境
の

保
全
を
目
的
に
、
エ
ル
ナ
は
99
年
８
月
に
発

足
し
ま
し
た
。
東
京
都
の
所
管
だ
っ
た
小
笠

原
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
運
営
・
管
理
を
06
年
４

月
か
ら
引
き
継
い
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
常

時
募
集
し
て
い
ま
す
。
エ
ル
ナ
は
、
次
世
代

を
担
う
人
材
の
育
成
を
中
長
期
目
標
の
１
つ

に
掲
げ
て
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て

も
自
然
環
境
に
関
わ
る
人
を
増
や
す
た
め
の

事
業
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
」
と
、
セ

ン
タ
ー
の
職
員
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け

入
れ
を
担
当
す
る
坂
本
赳た
け

哉や

さ
ん
は
話
す
。

「
18
～
50
歳
く
ら
い
ま
で
」「
30
日
以
上
参

加
で
き
る
方
」「
協
調
性
の
あ
る
方
。
当
セ

ン
タ
ー
の
環
境
に
対
す
る
配
慮
を
理
解
し
、

環
境
に
優
し
い
生
活
に
不
自
由
を
感
じ
な
い

方
」
を
条
件
に
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募

集
し
て
い
る
。
参
加
費
は
日
に
８
０
０
円

（
60
日
以
上
か
ら
は
５
０
０
円
）
で
、
海
洋

セ
ン
タ
ー
内
に
滞
在
し
、
食
事
は
基
本
的
に

自
炊
だ
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
駆
使
し
て 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

活
動
は
多
岐
に
わ
た
り
、
セ
ン
タ
ー
で
飼

育
す
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
餌
や
り
や
甲
羅
磨
き
、

施
設
を
訪
れ
た
観
光
客
へ
の
案
内
、
水
槽
や

館
内
の
清
掃
な
ど
は
通
年
の
作
業
で
あ

る
。
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
・
ふ
化
期
に
あ
た

る
５
～
11
月
の
活
動
は
、
大
き
く
分
け
る

と
①
大
村
海
岸
で
の
夜
間
産
卵
パ
ト
ロ
ー

ル
、
②
大
村
海
岸
の
卵
の
保
護
、
③
産
卵

そこが知りたい！

ボランテ
ィア組織の育て方

認定NPO法人 エバーラスティング・ネイチャー

ボ
ラ
ン
ティ
ア
で
人
材
育
成
！

滞
在
参
加
型
ウ
ミ
ガ
メ
保
全

人
手
不
足
は
ど
の
団
体
で
も
課
題
だ
が
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
う
ま
く
育
て
て
活
動
の
基
盤
に
し
て
い
る
団
体
が
あ
る
。

小
笠
原
諸
島
で
ウ
ミ
ガ
メ
の
保
全
に
取
り
組
む
「
エ
ル
ナ
」
の

若
手
を
呼
び
込
む
工
夫
と
は
？

組織を育てる３つの秘訣

「目で見て、実際に経験し、感じる」
現場第一で経験してもらう

ボランティアの受け入れ土台を
作り上げ、継続していく

広報でSNSを活用し、若い世代や
幅広い関心に繋げる

右＝飼育アオウミガメのコータくん
上＝タイマイのブラッシング

小笠原諸島・父島の中でもアオウミ
ガメ産卵がとても多い初寝浦海岸
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の
で
、『
ウ
ミ
ガ
メ
っ

て
性
格
が
あ
る
ん
で

す
ね
』
と
水
槽
の
清

掃
を
し
な
が
ら
感
想

を
も
ら
う
と
、
生
物

に
触
れ
て
学
ん
で
く

れ
た
ん
だ
な
と
嬉
し

巣
数
の
調
査
、④
ふ
化
後
、卵
を
掘
り
出
し
、

ふ
化
数
を
調
査
す
る
、
の
４
つ
。
植
物
や
施

設
の
手
入
れ
の
よ
う
な
野
良
仕
事
も
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
面
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力
に
助

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
産
卵
数
が
多
い
海
岸
で

も
一
気
に
作
業
を
進
め
ら
れ
ま
す
し
、
ほ
か

に
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
運
営
な
ど
多
く
の
業
務

が
あ
り
、
職
員
だ
け
で
調
査
に
行
く
の
は
限

界
が
あ
る
。
そ
こ
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
の

活
躍
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
ウ
ミ
ガ
メ
は
産

卵
か
ら
２
カ
月
ほ
ど
で
ふ
化
し
、
巣
を
掘
っ

て
稚
ガ
メ
が
ど
れ
く
ら
い
生
ま
れ
た
か
を
見

る
ん
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
高
温
や
食
害
な

ど
の
影
響
で
死
ん
で
し
ま
う
卵
も
あ
り
ま

す
。
炎
天
下
の
中
、
そ
う
し
た
卵
を
素
手
で

掘
り
出
し
、
ど
の
く
ら
い
の
稚
ガ
メ
が
無
事

に
海
に
帰
っ
た
か
を
見
ま
す
。
ふ
化
後
調
査

も
な
か
な
か
大
変
で
す
。
エ
ル
ナ
は
「
目
で

見
て
、実
際
に
経
験
し
、感
じ
る
」と
い
う“
現

場
第
一
”
を
モ
ッ
ト
ー
の
１
つ
に
し
て
い
る

テ
ィ
ア
が
と
て
も
多
く
、
夏
休
み
や
春
休
み

の
シ
ー
ズ
ン
は
応
募
が
超
過
す
る
く
ら
い
で

す
。
今
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
あ
る
の
で
、
小
笠
原
で

こ
ん
な
経
験
を
し
た
と
自
己
発
信
を
す
る
人

も
い
る
。
初
め
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
来
て
、

ウ
ミ
ガ
メ
の
生
態
や
社
会
学
の
卒
論
や
研
究

を
セ
ン
タ
ー
と
共
同
で
お
こ
な
う
人
も
い
ま

す
。
海
洋
セ
ン
タ
ー
で
何
を
得
て
、
何
を
感

じ
、
何
を
学
ぶ
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、

そ
の
後
の
人
生
の
糧か

て
に
少
し
で
も
な
っ
て

く
れ
る
と
嬉
し
い
で
す
」（
坂
本
さ
ん
）

活
動
の
繰
り
返
し
が 

繋
が
り
と
共
感
を
生
む

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
巻
き
込
ん
だ
活
動
の
成

果
は
着
実
に
出
て
い
る
。
父
島
列
島
の
ア
オ

ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
巣
数
は
20
年
前
か
ら
く
ら

べ
る
と
４
倍
以
上
に
増
え
た
。

「
日
常
を
共
有
し
て
仲
良
く
や
っ
て
い
ま

す
。
お
互
い
を
尊
重
す
る
人
間
形
成
の
面
も

副
次
的
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
前
年
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
知
人
が
口
コ
ミ
で
来
て
く
れ
た

り
、
寄
付
金
や
自
転
車
、
浄
水
器
、
子
ガ
メ

を
測
る
ク
ッ
キ
ン
グ
ス
ケ
ー
ル
な
ど
の
ア
イ

テ
ム
や
果
物
を
い
た
だ
い
た
り
、
繋
が
り
が

増
え
る
の
は
楽
し
い
で
す
。
継
続
的
な
繋
が

り
は
、
活
動
の
繰
り
返
し
が
あ
っ
て
生
ま
れ

る
も
の
。
世
界
各
地
で
保
全
活
動
を
す
る
人

が
い
な
く
な
っ
た
ら
、
生
態
系
の
壊
れ
る
ス

ピ
ー
ド
は
増
し
ま
す
が
、
そ
れ
を
ゆ
っ
く
り

に
減
速
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
自
然
環

境
を
大
事
に
す
る
た
め
に
、
海
洋
セ
ン
タ
ー

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
て
保
全
の
現

場
を
経
験
し
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
踏
み
出
し

て
も
ら
い
た
い
で
す
」（
坂
本
さ
ん
）

30
日
以
上
滞
在
し
て
共
同
生
活
を
送
り
、

職
員
と
一
緒
に
保
全
活
動
を
作
り
上
げ
て
い

く
点
が
、
エ
ル
ナ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
特
徴

く
な
り
ま
す
」（
坂
本
さ
ん
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
大
学
生
が
多
く
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
休
暇
を
利
用
す
る
社
会
人
や
、
海

外
か
ら
来
る
人
も
い
る
。

「
受
け
入
れ
の
土
台
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る

の
で
、
環
境
に
関
心
は
あ
る
け
れ
ど
、
長
期

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
参
加
が
初
め
て
で
不
安

な
人
で
も
気
軽
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
場

に
な
っ
て
い
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
公
式
Ｘ
（
ツ

イ
ッ
タ
ー
）
は
３
万
人
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

は
６
万
人
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
活
動
を
知
っ
て
応
募
し
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン

だ
。
海
と
ウ
ミ
ガ
メ

に
触
れ
、
保
全
の
現
場

を
経
験
す
る
。
坂
本
さ

ん
た
ち
は
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
と
も
に
活
動

を
続
け
て
い
く
。

セブン━イレブン
記念財団

助成しています

ふ化状況の調査のようす。産卵巣
を測る人、掘る人、殻を調べる人、
産卵時に発見できなかった卵を探
す人…調査は人海戦術だ

調査時の昼ご飯。食事は基本的にすべて自
炊だ

小学生にウミガメ計測を教える学生ボラン
ティア

自船で調査海岸に行く。休日にダイビング
やシュノーケリングをするボランティアも
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穂先は天ぷら、茎は酢味噌和えやサラダ、皮はきんぴらにと、ウドは捨てるところがない

穂先まで張りがあり、産毛が密に
生えているものがいい。産毛は包
丁の背でこそげるかタワシで取り
除く

ムロ式より前からおこなわれてい
た「おかあな式」軟白栽培（「溝式」
ともいう）。1ｍほどの溝を掘り、
ベニヤ板で囲って遮光する

20

日
本
原
産
、春
の
か
お
り

白
い
肌
の
ウ
ド
を
口
に
入
れ
る
と
シ
ャ
ク
ッ

と
し
た
歯
触
り
。
み
ず
み
ず
し
い
果
肉
か
ら
は

春
を
感
じ
さ
せ
る
甘
い
香
り
に
、
ア
ク
セ
ン
ト

に
な
る
青
い
ほ
ろ
苦
み
が
感
じ
ら
れ
、
な
ん
と

も
お
い
し
い
も
の
だ
。
ウ
ド
は
ウ
コ
ギ
科
に
属

し
、
タ
ラ
の
芽
や
コ
シ
ア
ブ
ラ
と
い
っ
た
お
い

し
い
山
菜
と
は
類
縁
関
係
に
あ
る
。
ウ
ド
と
言

え
ば
「
ウ
ド
の
大
木
」
と
い
う
こ
と
ば
が
有
名

だ
。
ウ
ド
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
硬
く

筋
張
っ
て
食
べ
ら
れ
な
い
こ
と
に
加
え
、
樹
に

成
長
し
て
も
全
体
的
に
も
ろ
い
構
造
の
た
め
、

木
材
と
し
て
も
使
え
な
い
の
で
、
転
じ
て
役
に

立
た
な
い
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

と
は
い
え
こ
の
ウ
ド
、
数
少
な
い
日
本
原
産

の
植
物
だ
。
日
本
の
北
か
ら
南
ま
で
の
野
山
に

生
え
て
、
春
先
に
若
い
芽
が
出
た
の
を
ポ
キ
ッ

と
折
っ
て
収
穫
し
、
茹
で
た
り
天
ぷ
ら
に
揚
げ

た
り
し
て
食
べ
ら
れ
る
山
菜
と
し
て
、
全
国
的

に
愛
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
山
菜
と
し
て
の

ウ
ド
を
山
ウ
ド
と
呼
ぶ
。

そ
れ
と
は
別
に
、
野
菜
と
し

て
流
通
す
る
ウ
ド
も
あ
る
。
軟

白
栽
培
と
い
っ
て
、
陽
に
当
て

ず
光
合
成
を
さ
せ
な
い
栽
培
方

法
で
白
く
柔
ら
か
く
育
て
た
も

の
だ
。
園
芸
大
国
・
日
本
で
は
、

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
軟
白
栽
培
よ

り
は
る
か
以
前
の
江
戸
時
代
か

ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

昭
和
50
年
代
ま
で
、
軟
白
ウ
ド

は
料
亭
な
ど
で
使
わ
れ
る
高
級

な
野
菜
と
い
う
位
置
づ
け
だ
っ

た
。
軟
白
栽
培
を
お
こ
な
う
ウ
ド

の
産
地
と
し
て
は
栃
木
県
、
群

馬
県
、
秋
田
県
が
多
い
の
だ
が
、

じ
つ
は
東
京
の
立
川
市
や
国
分
寺
市
、
小
平
市

あ
た
り
も
ウ
ド
栽
培
が
盛
ん
な
一
大
産
地
だ
っ

た
。
そ
の
名
残
で
、
現
在
で
も
昔
か
ら
の
栽
培

方
法
で
生
産
が
続
い
て
い
る
。
本
誌
２
０
２
３

年
春
号
で
都
市
農
業
を
特
集
し
た
際
に
登
場
し

た
阪
本
吉
五
郎
さ
ん
も
そ
の
一
人
だ
。
今
回

は
、
阪
本
さ
ん
の
ウ
ド
栽
培
の
一
年
を
追
っ
て

み
る
。

軟
白
ウ
ド
は
こ
う
作
る

ウ
ド
は
多
年
生
、
つ
ま
り
樹
に
な
っ
て
何
年

やまもと・けんじ　1971 年愛媛県
生まれ、埼玉県育ち。慶應義塾大
学在学中から野菜の栽培にいそし
む。2004 年グッドテーブルズを設
立、農産物流通コンサルタントと
して全国を駆け巡る一方、ブログ
「やまけんの出張食い倒れ日記」を
書き続ける。著書に『日本の「食」
は安すぎる』『炎の牛肉教室！』な
どがある。

Profile

地
下
で
育
て
る

純
白
の
山
菜
、ウ
ド

文
・
写
真   

山
本
謙
治

うまいもの
ん

や
の

ま け

HP001-032_みどりの風2024年春_CC23.indd 20　 データ更新日時　2024/03/01 11:59:59
W182×H257　 ＰＤＦ作成日時　2024/03/01 13:31:49
 loyal_X4_CS5.5_CC

鮮度を活かして、生ウドの皮をむいて味噌をつけて食べる。
ウドってこんなに美味しいのかと驚くはず

いまは一般でも手の届く価格
で流通するウドを手にした阪
本吉五郎さん

線香花火が弾けたようなウドの花に、ハチが舞う

21

ロ
）
や
穴
蔵
と
呼
ば
れ
る
、
地
下
３
～
５
ｍ
前

後
の
深
さ
の
横
穴
を
掘
っ
て
、
そ
こ
に
植
え
る

の
が
東
京
ウ
ド
の
ム
ロ
栽
培
だ
。
３
月
に
な
る

と
、
陽
が
当
た
ら
な
い
地
下
で
白
い
ウ
ド
が

に
ょ
き
に
ょ
き
伸
び
る
の
で
、
こ
れ
を
収
穫
す

る
。
と
て
も
幻
想
的
な
風
景
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ム
ロ
を
掘
っ
て
維
持
す
る
の
は
大

変
な
の
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
簡
易
的
な
方
法
も

あ
る
。
５
ｍ
ほ
ど
の
溝
を
掘
っ
て
、
そ
こ
に
囲

い
を
作
っ
て
ウ
ド
の
種
株
を
植
え
付
け
、
そ
の

上
か
ら 

籾も
み

殻が
ら 

や
落
ち
葉
を
詰
め
て
お
く
。
作
業

が
終
わ
っ
た
ら
囲
い
を
し
て
、
毛
布
な
ど
を
か

ぶ
せ
て
断
熱
も
し
て
お
く
。こ
う
す
る
こ
と
で
、

大
規
模
な
ム
ロ
を
掘
ら
な
く
て
も
生
産
で
き
る

の
だ
。

た
だ
し
こ
の
方
法
だ
と
、
収
穫
す
る
と
き
に

も
生
き
続
け
る
植
物
だ
。
食
用
部
位
は
そ
の
根

茎
か
ら
春
先
に
伸
び
て
く
る
若
い
芽
。だ
か
ら
、

ウ
ド
の
栽
培
は
前
年
か
ら
苗
木
を
育
て
、
タ
ッ

プ
リ
光
合
成
を
し
て
根
に
養
分
を
溜
め
て
も
ら

う
こ
と
が
肝
心
だ
。
７
月
頃
、
線
香
花
火
が
弾

け
て
い
る
よ
う
な
白
い
花
が
咲
く
光
景
は
幻
想

的
。
花
が
落
ち
、
葉
や
茎
が
枯
れ
る
秋
に
根
株

を
掘
り
出
し
、
芽
の
出
る
部
分
を
の
こ
ぎ
り
な

ど
で
カ
ッ
ト
し
て
種
株
と
す
る
。

さ
て
種
株
を
ふ
つ
う
に
畑
に
植
え
る
と
、
盛

大
に
陽
を
浴
び
て
光
合
成
を
し
て
し
ま
う
の

で
、
山
ウ
ド
の
栽
培
品
に
な
っ
て
し
ま
う
。
軟

白
栽
培
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
が
大
変

な
と
こ
ろ
だ
。

白
い
肌
の
ウ
ド
に
す
る
た
め
に
は
日
光
を

遮さ
え
ぎ
っ
て
栽
培
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、室（
ム

は
一
気
に
掘
り
と
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
ま
た
囲
い
を
外
さ
な
い
と
ど
の
程
度

生
育
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
―
―
と
い
う

こ
と
で
、
だ
ん
だ
ん
と
ム
ロ
に
切
り
替
わ
っ
た

そ
う
だ
。

旬
の
味
覚
を
味
わ
お
う
！

土
中
か
ら
出
て
き
た
ウ
ド
は
、
そ
れ
は
も
う

た
お
や
か
な
美
し
い
白
い
肌
を
持
つ
作
物
だ
っ

た
。
さ
っ
そ
く
、
作
業
小
屋
で
掘
り
た
て
の
ウ

ド
を
い
た
だ
く
。
料
理
の
本
に
は
ウ
ド
の
下
ご

し
ら
え
と
し
て
、
皮
を
剥
い
て
酢
水
に
つ
け
て

ア
ク
を
抜
く
と
書
い
て
あ
る
。
け
れ
ど
も
…
…

皮
付
き
の
ウ
ド
を
そ
の
ま
ま
齧か
じ
っ
て
も
、
シ
ャ

ク
ッ
と
い
う
心
地
よ
い
触
感
に
ス
ッ
キ
リ
し
た

上
品
な
香
り
、
切
り
口
か
ら
水
が
し
た
た
る
ほ

ど
の
み
ず
み
ず
し
さ
で
、
苦
み
も
渋
み
も
一
切

な
い
！
　
す
ば
ら
し
く
お
い
し
い
も
の
だ
。

生
産
者
の
吉
五
郎
さ
ん
が
言
う
。「
な
に
せ

ね
ぇ
、
昔
ウ
ド
を
出
荷
し
て
た
時
期
は
、
と
に

か
く
高
級
品
だ
っ
た
よ
。
上
等
な
料
亭
で
出
す

ん
だ
か
ら
。さ
っ
き
あ
ん
た
が
齧
っ
た
よ
う
な
、

ち
ょ
っ
と
折
れ
ち
ゃ
っ
た
小
さ
い
ヤ
ツ
を
集

め
て
若
い
の
の
小
遣
い
に
し
て
た
ん
だ
け
ど
、

ラ
ー
メ
ン
が
一
杯
28
円
だ
っ
た
時
分
に
、
一
束

70
円
で
売
れ
た
か
ら
ね
」

い
ま
で
は
手
に
は
入
り
や
す
く
な
っ
た
が
、

春
先
に
ウ
ド
に
手
を
伸
ば
す
人
も
少
な
く
な
っ

て
い
る
。
声
を
大
に
し
て
言
い
た
い
の
だ
が
、

ウ
ド
は
と
て
も
料
理
が
簡
単
（
軽
く
茹
で
る
だ

け
）
で
お
い
し
い
食
材
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
欲
し
い
。「
３
日
く
ら
い
は
掘
り
た

て
の
美
味
し
さ
が
楽
し
め
る
よ
。
ご
家
庭
で
も

遮
光
し
て
縦
に
置
い
て
お
け
ば
８
日
間
は
保
つ

か
ら
ね
」
と
の
こ
と
。
ぜ
ひ
お
試
し
い
た
だ
き

た
い
。
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蝶形図は約 11年周期で蝶の羽に似た形があらわれる
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昼休みの観測風景。取材日はあいにくの天気だったが、ふだん
はドームが開き空が見える

太
陽
活
動
は 

地
球
環
境
に
影
響
を

慌
た
だ
し
い
昼
休
み
、
昼
食
も
そ
こ
そ

こ
に
校
舎
最
上
階
に
あ
る
太
陽
観
測
所
に

向
か
う
生
徒
た
ち
の
姿
が
あ
る
。
武
蔵
高

等
学
校
中
学
校
（
東
京
・
練
馬
区
）
太
陽

観
測
部
の
部
員
た
ち
だ
。
望
遠
鏡
を
操
作

す
る
手
つ
き
は
慎
重
そ
の
も
の
。
望
遠
鏡

に
セ
ッ
ト
し
た
観
測
用
紙
の
上
に
太
陽
の

画
像
を
映
し
出
し
、
そ
こ
に
現
れ
た
黒
点

を
丁て

い
寧ね

い
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
く
。

「
普
段
は
太
陽
観
測
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ

場
と
し
て
、
上
級
生
と
下
級
生
が
ペ
ア
を

組
ん
で
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
当
番
の
日

の
昼
休
み
は
忙
し
い
で
す
ね
。
お
昼
ご
飯

は
観
測
後
に
か
き
こ
む
か
、
授
業
と
授
業

の
間
の
休
み
時
間
に
済
ま
せ
ま
す
」
と
語

る
の
は
、
中
学
２
年
の
皿さ

ら

海が
い

翔し
ょ
う

大た

さ
ん
。

太
陽
活
動
の
強
弱
は
、
地
球
の
気
候
変

動
や
生
態
系
な
ど
に
大
き
く
影
響
す
る
。

太
陽
表
面
で
「
フ
レ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
大

規
模
爆
発
が
起
き
る
と
、
高
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
電
磁
波
や
粒
子
線
な
ど
が
放
出
さ
れ
、

地
球
で
の
通
信
障
害
や
停
電
、
人
工
衛
星

の
故
障
が
起
き
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
し
た
太
陽
の
活
動
を
長
期
に
わ

た
っ
て
捉
え
る
と
き
の
指
標
に
な
る
の

が
、
黒
点
の
数
が
多
い
と
き
ほ
ど
太
陽
の

活
動
が
活
発
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
黒
点

相
対
数
」
だ
。
太
陽
観
測
部
で
は
、
観
測

し
た
黒
点
の
位
置
を
ひ
と
月
ご
と
に
集
計

し
て
黒
点
相
対
数
を
割
り
出
し
、「
蝶

ち
ょ
う

形け
い

図
」
と
呼
ば
れ
る
グ
ラ
フ
に
ま
と
め
て
い

る
。

「
こ
れ
が
歴
代
の
部
員
た
ち
が
観
測
し
て

き
た
結
果
で
す
。
１
９
３
１
年
か
ら
の

デ
ー
タ
が
残
っ
て
い
ま
す
」
と
、
部
室
の

壁
に
貼
ら
れ
た
蝶
形
図
を
指
さ
す
の
は
、

２
０
０
０
年
か
ら
顧
問
を
務
め
る
川
端
拡ひ

ろ

信の
ぶ

先
生
だ
。
じ
つ
は
こ
の
太
陽
観
測
部
、

創
立
１
０
０
年
を
迎
え
た
同
校
の
中
で
も

一
二
を
争
う
歴
史
を
持
つ
。
戦
時
中
は
望

遠
鏡
ご
と
長
野
に
疎
開
し
て
観
測
を
続
け

た
ほ
ど
で
、
国
内
の
太
陽
観
測
で
は
国
立

天
文
台
に
次
い
で
二
番
目
の
長
さ
を
誇
る

の
だ
。
05
年
に
は
長
年
の
観
測
が
評
価
さ

れ
、
中
高
校
生
で
は
初
め
て
日
本
天
文
学

会
の
「
天
文
功
労
賞
」
を
受
賞
し
た
。

手
書
き
ス
ケ
ッ
チ
が 

後
輩
へ
の
バ
ト
ン

太
陽
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
謎
が
多

い
。「
11
年
周
期
」
も
そ
の
ひ
と
つ
。
な

武蔵高等学校中学校　太陽観測部

太陽の活動を追って１世紀
太陽の黒点スケッチを開始したのは1931年。
以来、約 1世紀、保存する観測ファイルはすでに 300冊ほどに。
太陽の黒点に変化はないか――今日もまた新たな観測結果が出た。
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太陽観測所の設計は川端先生自らがした。望遠鏡への
振動を減らすなどさまざまな工夫が

部長の栗原昊士朗さんが手
に持つのは自身の観測用紙

部員は全部で 25名。この日は中２と高１の部員が集まった

上＝鈴木董也さん
下＝皿海翔大さん

が
集
う
と
、
同
じ
作
業
、
同
じ
苦
労
を
し

た
仲
間
な
ら
で
は
の
、
世
代
を
超
え
た
友

情
が
生
ま
れ
る
そ
う
だ
。

黒
点
観
測
以
外
の 

研
究
テ
ー
マ
も

目
下
、
太
陽
観
測
部
の
部
員
た
ち
が
力

を
入
れ
て
い
る
の
は
、
４
月
下
旬
に
お
こ

な
わ
れ
る
「
記
念
祭
」
で
の
ポ
ス
タ
ー
発

表
の
準
備
だ
。
記
念
祭
は
文
化
祭
の
よ
う

な
も
の
で
、
新
入
部
員
を
勧
誘
す
る
大
事

な
機
会
と
な
る
。
部
で
は
日
々
の
黒
点
観

測
の
ほ
か
に
、
生
徒
が
自
発
的
に
研
究

テ
ー
マ
を
設
定
し
、
チ
ー
ム
を
組
ん
で
研

究
に
あ
た
っ
て
お
り
、
記
念
祭
で
は
６

チ
ー
ム
が
発
表
す
る
。

「
研
究
テ
ー
マ
は
、
必
ず
し
も
太
陽
に
関

係
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
ま
私
た
ち
が
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、

バ
ル
サ
材
と
ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
を
三
角
形
に

組
み
立
て
、
電
気
を
流
す
と
浮
遊
す
る
イ

オ
ン
ク
ラ
フ
ト
の
製
作
で
す
。
自
分
た
ち

の
興
味
で
研
究
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
先
輩
方
の
研
究
成
果
を
参
考

に
し
て
決
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
卒
業

す
る
先
輩
が
や
り
残
し
た
研
究
を
引
き
継

ぐ
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
」
と
、
中
学
２
年

の
鈴
木
董と

う

也や

さ
ん
は
説
明
す
る
。

ぜ
か
11
年
ご
と
に
黒
点
が
増
え
た
り
減
っ

た
り
す
る
現
象
で
、
そ
の
変
化
は
蝶
形
図

に
く
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。

「
黒
点
観
測
は
、
は
た
か
ら
は
地
味
な
作

業
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昨
日

ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
黒
点
を
発
見
し
た

り
、
黒
点
が
日
に
日
に
移
動
し
て
い
く
の

を
見
る
の
は
な
か
な
か
楽
し
い
も
の
で

す
。
で
も
黒
点
が
少
な
い
時
期
に
在
籍
し

た
生
徒
は
ち
ょ
っ
と
可
哀
そ
う
で
す
。
観

測
用
紙
が
真
っ
白
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

か
ら
ね
（
笑
）」
と
川
端
先
生
。

観
測
手
法
は
、
１
９
３
１
年
か
ら
変
わ

ら
ぬ
手
書
き
の
ス
ケ
ッ
チ
だ
。創
立
以
来
、

中
高
一
貫
教
育
の
同
校
。
こ
の
手
法
な
ら

中
学
時
代
か
ら
高
校
時
代
ま
で
、
ず
っ
と

変
わ
ら
ぬ
や
り
方
で
観
測
で
き
る
。
Ｏ
Ｂ

部
の
予
算
取
り
も 

生
徒
自
身
の
手
で

同
校
に
は
、「
自
ら
調
べ
、自
ら
考
え
る
」

と
い
う
教
育
方
針
が
あ
る
。「
う
ち
で
は

研
究
テ
ー
マ
を
決
め
る
の
も
、
研
究
計
画

を
練
る
の
も
、
予
算
を
算
出
す
る
の
も
生

徒
自
身
。
部
長
に
な
れ
ば
、
部
全
体
の
予

算
を
生
徒
会
か
ら
勝
ち
取
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
顧
問
と
し
て
ア
ド

バ
イ
ス
は
し
ま
す
よ
。
で
も
生
徒
の
自
主

性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
一
人
ひ
と
り

に
目
配
り
す
る
。
こ
れ
が
な
か
な
か
大
変

で
」
と
川
端
先
生
は
苦
笑
す
る
。

高
校
１
年
で
部
長
の
栗
原
昊こ

う

士し

朗ろ
う

さ
ん

は
こ
う
い
っ
た
。

「
私
が
先
輩
を
見
習
っ
て
学
ん
だ
の
は
、

『
周
り
を
よ
く
見
る
。
人
を
よ
く
見
る
』

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
み
ん
な
が
い
ま
ど

ん
な
状
況
に
い
る
の
か
、
困
っ
て
い
る
人

は
い
な
い
か
、
周
囲
を
よ
く
見
て
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
大
切
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」

中
２
の
皿
海
さ
ん
と
鈴
木
さ
ん
は
、「
じ

つ
は
、
も
と
も
と
太
陽
に
興
味
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
い
ろ
ん
な
部
を

見
る
な
か
で
、
太
陽
観
測
部
の
雰
囲
気
が

一
番
よ
か
っ
た
。
す
ご
く
楽
し
そ
う
だ
っ

た
ん
で
す
。
そ
れ
が
入
部
の
い
ち
ば
ん
の

動
機
で
す
」
と
い
う
。

長
い
伝
統
の
中
で
受
け
継
が
れ
、
磨
か

れ
て
き
た
の
は
、
黒
点
観
測
を
つ
う
じ
て

培
わ
れ
た
闊か

っ
達た

つ
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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な
ぜ
、こ
の
日
に 

墓
参
り
な
の
か
？ 

春
分
の
日
は
、
一
般
に
春
の
彼ひ

岸が
ん

と
も
い
い

ま
す
。
彼
岸
と
は
、仏
教
で
い
う
「
向
こ
う
岸
」、

つ
ま
り
極
楽
浄
土
で
あ
り
、
先
祖
の
霊
が
安
ん

じ
て
い
る
場
所
の
こ
と
で
す
。

も
と
も
と
彼
岸
の
法
要
の
始
ま
り
は
平
安
時

代
。
桓
武
天
皇
の
御み

世よ

に
平
城
京
か
ら
長
岡
京

へ
の
遷
都
に
か
ら
ん
だ
政
争
で
、
高
官
に
死
者

が
続
出
、
巷ち

ま
た
で
は
天
然
痘
が
流
行
っ
た
た
め
、

そ
れ
ら
の
御み

霊た
ま

を
鎮し

ず

め
る
た
め
に
、
春
分
・
秋

分
の
日
の
翌
々
日
か
ら
11
日
間
お
こ
な
っ
た
彼ひ

岸が
ん

会え

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
時
代
を
経
て
江
戸
時
代
に
な
る
と
、

仏
教
思
想
と
深
く
結
び
つ
き
、
春
分
・
秋
分
の

中ち
ゅ
う

日に
ち

の
前
後
３
日
間
、
合
計
７
日
間
を
彼
岸
と

い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
悟
り
の
境
地
に
到

達
す
る
た
め
に
は
、
中
日
を
は
さ
ん
だ
「
６
つ

の
徳
目
」（
六ろ
く

波は

羅ら

蜜み
つ

）
の
修
行
が
不
可
欠
で
あ

り
、
こ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
涅ね

槃は
ん

に
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

春
分
の
日
は
、
太
陽
が
赤
道
上
に
あ
っ
て
、

昼
と
夜
の
長
さ
が
同
じ
に
な
り
ま
す
。
浄
土
思

想
で
は
、
極
楽
浄
土
は
西
の
彼か

な

方た

に
あ
る
と
さ

れ
ま
す
が
、
太
陽
が
真
東
か
ら
昇
っ
て
真
西
に

沈
ん
で
い
く
春
分
の
日
と
秋
分
の
日
は
、
此し

岸が
ん

（
現
世
）
と
彼
岸
が
も
っ
と
も
通
じ
や
す
く
な
る

日
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
日
に
先
祖
供
養

を
お
こ
な
え
ば
、
自
分
も
極
楽
浄
土
に
行
け

る
と
い
う
信
仰
も
ま
た
、
墓
参
り
の
定
着

に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

豊
か
な
幸
を
祈
り 

豊
か
な
収
穫
に
感
謝
す
る

明
治
に
な
る
と
、
春
分
の
日
は
春
季
皇
霊

祭
、
秋
分
の
日
は
秋
季
皇
霊
祭
と
な
っ
て
、
天

皇
が
歴
代
天
皇
と
皇
族
の
御
霊
を
祀ま
つ

る
祭
儀
と

な
り
、
国
家
の
祭
日
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
の

よ
う
な
国
民
の
祝
日
に
な
っ
た
の
は
、
戦
後
の

昭
和
23
（
１
９
４
８
）
年
の
こ
と
。
春
分
が
「
生

物
を
た
た
え
、自
然
を
慈い

つ
くし
む
日
」、秋
分
は「
祖

先
を
敬
い
、
亡
く
な
っ
た
人
を
偲し

の

ぶ
日
」
と
い

う
の
が
祝
日
の
趣
旨
で
す
。

た
だ
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
仏
教
が
広
ま

る
ず
う
っ
と
以
前
か
ら
、
日
本
の

さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事
の
中
核

と
な
っ
て
き
た
の
は
、
神
霊

に
豊
か
な
幸
を
祈
願
す
る

「
予よ

祝し
ゅ
く

儀
礼
」
と
、
豊
か

な
収
穫
に
感
謝
す
る
「
収

穫
儀
礼
」
だ
と
い
う
こ
と 

春
の
お
彼
岸
で
食
べ
る
「
ぼ
た
も
ち
」
は
、

牡
丹
の
花
に
見
立
て
、
こ
し
あ
ん
で
大
き
め

の
丸
い
形
に
つ
く
る
の
が
本
式
。
秋
は
萩
に

見
立
て
て
「
お
は
ぎ
」
と
い
い
、
こ
ち
ら
は

粒
あ
ん
で
俵
型

小
笠
原
流
礼
法

が
教
え
る 

季
節
の

し
き
た
り

春
分
の
日
っ
て
、ど
ん
な
日
？

春
分
の
日
＝
春
の
彼
岸
と
い
え
ば
、お
墓
参
り
と
お
供
え
の
牡ぼ

丹た

餅も
ち

が
す
ぐ
に
思
い
浮
か

び
ま
す
。
で
も
、
そ
の
し
き
た
り
や
い
わ
れ
は
？
と
聞
か
れ
る
と
、
意
外
に
答
え
に
窮

す
る
も
の
。私
た
ち
日
本
人
に
と
っ
て
、こ
の
日
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
？

監修

柴 崎 直 人
（小笠原流礼法総師範）

しばざき・なおと　1966年東京都
生まれ。学習院大学文学部卒、筑
波大学大学院教育研究科修士課程
カウンセリング専攻修了。小笠原
流礼法の伝承と指導者の育成に努
める一方、ビジネスマナーの講師
としても活躍。2015年より岐阜大
学大学院教育学研究科准教授。著
書に『いま生きる礼儀作法』『小
笠原流礼法が教える正しいビジネ
スマナー』などがある。
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で
す
。
正
月
、
春
分
、
秋
分
は
、
そ
の
ハ
イ
ラ

イ
ト
に
あ
た
り
ま
す
。

神
霊
は
、
先
祖
の
魂
で
あ
る
祖
霊
と
、
自
然

の
恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
山
の
神
が
融
合
し
た

も
の
で
、
盆
に
は
精
霊
と
な
っ
て
人
間
界
に
関

わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。春
分
が
ち
ょ

う
ど
種
ま
き
の
時
期
、
秋
分
が
刈
り
入
れ
の
時

期
に
当
た
る
と
考
え
る
と
、
わ
か
り
や
す
い
で

し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
悠
久
の
農
耕
文
化
の
歴
史

の
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
大
切
な
し
き
た
り
の

ひ
と
つ
な
の
で
す
。

農
作
業
の
目
安
に
な
っ
た 

二
十
四
節
気

さ
て
、「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
い
う
よ

う
に
、
春
分
の
日
は
、
季
節
の
指
標
と
し
て
使

わ
れ
る
二
十
四
節
気
の
一
つ
で
す
。
二
十
四
節
気

は
、
種
蒔ま

き
や
作
付
け
、
あ
る
い
は
収
穫
な
ど
、

中
国
で
考
案
さ
れ
た
農
事
の
た
め
の
目
安
で
、

太
陽
の
動
き
を
も
と
に
１
年
を
24
等
分
し
た
節

目
を
指
し
ま
す
。
日
本
に
は
飛
鳥
時
代
に
暦
と

と
も
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
、日
本
の
季
節
に
合
う

よ
う
に
改
良
さ
れ
ま
し
た（
図
を
参
照
）。

太
陽
が
移
動
す
る
天
球
上
の
道
筋（
黄
道
）を
、

日
照
時
間
の
も
っ
と
も
長
い
「
夏げ

至し

」
と
、も
っ

と
も
短
い
「
冬と
う

至じ

」
に
２
分
割
し
、
さ
ら
に
昼

と
夜
の
時
間
が
同
じ
に
な
る
「
春
分
」
と
「
秋

分
」
で
４
分
割
、
そ
れ
ら
の
間
に
「
立
春
」「
立

夏
」「
立
秋
」「
立
冬
」
を
は
さ
ん
で
８
分
割
し
、

そ
の
８
つ
を
さ
ら
に
３
等
分
し
た
の
が
二
十
四

節
気
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
気
の
間
隔
を
15
日
と

決
め
て
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
が
わ
か
る
よ
う

に
し
た
の
で
す
。

で
も
、
も
っ
と
も
寒
い
と
さ
れ
る
「
大だ

い

寒か
ん

」

の
あ
と
の「
立
春
」を「
暦
の
う
え
で
は
春
で
す
」

と
い
わ
れ
て
も
、
ま
だ
寒
く
、
春
を
感
じ
ら
れ

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
二
十
四
節
気
が
日
本
と
気
候

の
違
う
古
代
中
国
の
黄
河
流
域
で
つ
く
ら
れ
た

か
ら
で
す
。

い
ま
日
本
で
は
、
太
陽
の
動
き
に
沿
っ
て
日

に
ち
を
数
え
る
太
陽
暦
（
新
暦
）
を
使
っ
て
い

ま
す
が
、
明
治
５
年
以
前
は
、
月
の
満
ち
欠
け

を
基
準
に
し
た
旧
暦
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
た
め
季
節
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
た
の
で
す
。

節
気
は
年
に
よ
っ
て
は
、
１
〜
２
日
ず
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
（
太
陽
の
周
り
を
回
る
地
球

の
公
転
日
数
は
、
実
際
に
は
３
６
５
日
と
約
６

時
間
の
た
め
。
閏

う
る
う

年ど
し

に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
）。

こ
の
た
め
祝
日
法
で
は
、
春
分
を
「
太
陽
が
春

分
点
を
通
過
す
る
瞬
間
」
と
し
て
い
て
、
日
に

ち
を
確
定
せ
ず
、春
分
を
含
む
日
を「
春
分
の
日
」

と
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
２
０
２
４
年
の
春

分
の
日
は
３
月
20
日
で
す
が
、
こ
れ
は
前
年
に

国
立
天
文
台
が
厳
密
に
計
算
し
て
公
表
し
た
も

の
で
す
。

し
き
た
り
の
由
来
を
知
っ
て
春
分
の
日
を
迎

え
る
と
、
墓
参
り
も
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
。

墓
参
り
は
お
彼
岸
の
中
日
だ
け
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

思
い
立
っ
た
ら
い
つ
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
毎

月
の
祥

し
ょ
う

月つ
き

、
命
日
、
卒
業
、
結
婚
、
誕
生
な
ど
、

節
目
節
目
で
先
祖
を
偲
び
、
報
告
す
る
こ
と
は
、

人
生
の
よ
い
区
切
り
に
な
る
は
ず
で
す
。

注）月日は太陽暦、年によって 1～ 2日ずれることがある

二
に

十
じゅう

四
し

 節
せっ

 季
き

春 夏 秋 冬

第１列 立
りっ

春
しゅん

２月５日
立
りっ

  夏
か

５月６日
立
りっ

秋
しゅう

８月８日
立
りっ

  冬
とう

11 月８日

第２列 雨
う

  水
すい

２月 19 日
小
しょう

満
まん

５月 22 日
処
しょ

  暑
しょ

８月 24 日
小
しょう

雪
せつ

11 月 23 日

第３列 啓
けい

  蟄
ちつ

3 月６日
芒
ぼう

  種
しゅ

６月６日
白
はく

  露
ろ

９月９日
大
たい

  雪
せつ

12 月８日

第４列 春
しゅん

分
ぶん

３月 21 日
夏
げ

  至
し

６月 22 日
秋
しゅう

分
ぶん

９月 24 日
冬
とう

  至
じ

12 月 23 日

第５列 清
せい

  明
めい

４月６日
小
しょう

暑
しょ

７月８日
寒
かん

  露
ろ

10 月９日
小
しょう

寒
かん

１月６日

第６列 穀
こく

  雨
う

４月 21 日
大
たい

  暑
しょ

７月 23 日
霜
そう

  降
こう

10 月 24 日
大
だい

  寒
かん

１月 20 日
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ミ
ツ
バ
チ
が
大
量
失
踪
⁉

花
を
咲
か
せ
る
被
子
植
物
は
、花
の
な
い
裸
子
植
物

よ
り
も
は
る
か
に
多
く
、
約
25
万
種
が
知
ら
れ
て
い

る
。
被
子
植
物
は
約
１
億
５
０
０
０
万
年
〜
１
億
年

前
に
地
球
上
で
数
を
増
や
し
、
受
粉
を
担
う
昆
虫
類

も
分
布
を
広
げ
た
。
花
の
蜜
を
集
め
て
蜂
蜜
を
作
る

ミ
ツ
バ
チ
は
そ
の
１
つ
で
、
花
の
間
を
飛
び
回
る
と

き
に
花
粉
も
運
ん
で
い
る
。
花
粉
を
運
ぶ
動
物
は
ポ

リ
ネ
ー
タ
ー
（
花
粉
媒
介
者
）
と
呼
ば
れ
、
被
子
植

物
の
90
％
以
上
は
、
ミ
ツ
バ
チ
や
蝶
、
鳥
な
ど
の
ポ

リ
ネ
ー
タ
ー
に
頼
っ
て
種
子
を
作
る
。
花
は
色
や
香

り
で
居
場
所
を
知
ら
せ
、
花
粉
を
運
ぶ
報
酬
と
し
て

蜜
を
提
供
す
る
。

農
作
物
で
も
同
様
で
、
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ

Ａ
Ｏ
）
は
、
ト
マ
ト
、
タ
マ
ネ
ギ
な
ど
世
界
の
食
料

の
９
割
を
占
め
る
農
作
物
１
０
０
種
の
う
ち
、
71
種

は
ミ
ツ
バ
チ
が
受
粉
し
て
い
る
と
試
算
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
イ
ネ
は
、
花
粉
を
風
に
運
ん
で
も
ら
っ
て

受
粉
す
る
。
こ
の
仕
組
み
を
「
風
媒
」
と
い
い
、
春

先
に
花
粉
が
舞
う
ス
ギ
の
よ
う
に
、
風
で
受
粉
す
る

植
物
は
大
量
に
花
粉
を
作
っ
て
散
布
す
る
の
が
特
徴

だ
。花

を
選え

り
好
み
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
農
作
物
の
授

粉
に
使
え
る
ミ
ツ
バ
チ
は
、
花
粉
交
配
用
の
昆
虫
と

し
て
は
も
っ
と
も
重
要
な
種
と
し
て
飼
育
さ
れ
て
き

た
。
日
本
で
は
イ
チ
ゴ
や
ト
マ
ト
な
ど
の
ハ
ウ
ス
栽

培
で
使
わ
れ
、
果
実
の
高
品
質
化
と
授
粉
の
省
力
化

に
貢
献
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
近
年
、
ミ
ツ
バ
チ
に
異
変
が
起
き
て
い

る
。
１
９
９
０
年
代
後
半
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ミ

ツ
バ
チ
の
大
量
死
が
報
告
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
は

２
０
０
６
年
〜
07
年
に
か
け
て
、
ミ
ツ
バ
チ
が
群
れ

ご
と
消
え
る
現
象
が
発
生
し
た
。
突
如
と
し
て
大
量

の
ミ
ツ
バ
チ
が
消
え
去
る
こ
の
現
象
は
「
蜂
群
崩
壊

症
候
群
（
Ｃ
Ｃ
Ｄ
）」
と
名
付
け
ら
れ
、
女
王
バ
チ

を
残
し
た
ま
ま
、
働
き
バ
チ
が
帰き

巣そ
う

せ
ず
に
い
な
く

な
る
の
が
典
型
的
な
症
状
だ
。
カ
ナ
ダ
、
中
南
米
、

イ
ン
ド
、
中
国
な
ど
に
も
広
が
り
、
欧
米
ほ
ど
大
規

模
な
Ｃ
Ｃ
Ｄ
は
な
い
が
、
日
本
で
も
ミ
ツ
バ
チ
の
失

踪
と
減
少
が
起
き
て
い
る
。

な
ぜ
ミ
ツ
バ
チ
が
減
っ
た
の
か
？

ミ
ツ
バ
チ
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
農
薬
、
ダ
ニ
や

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
被
害
、
生
息
地
の
減
少
、
農
業
の

衰
退
、
地
球
温
暖
化
な
ど
複
合
的
な
要
因
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
12
年
に
科
学
雑
誌
の
「
サ
イ
エ
ン
ス
」

な
ど
で
大
量
死
と
の
関
連
が
示し

唆さ

さ
れ
た
ネ
オ
ニ
コ

チ
ノ
イ
ド
系
農
薬
は
、
働
き
バ
チ
の
脳
や
神
経
系
に

作
用
し
て
方
向
感
覚
や
帰
巣
本
能
を
攪か

く

乱ら
ん

し
、
ダ
ニ

や
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
免
疫
力
を
低
下
さ
せ
る
。
農

ミ
ツ
バ
チ
の
減
少
が
警
鐘
す
る
食
料
危
機

ミ
ツ
バ
チ
と
い
え
ば
、
す
ぐ
連
想
す
る
の
は
蜂
蜜
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
に
と
っ
て
別
の
意
味
で
、
と
て
も
大
事
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

彼
ら
が
「
環
境
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
環
境
の
変
化
に
き
わ
め
て
敏
感
だ
か
ら
だ
。
近
年
、
そ
の
ミ
ツ
バ
チ
が
減
少
し
て
い
る
。

イチゴのハウス栽培における花粉交配用ミツバチの巣箱

林
水
産
省
「
蜜
蜂
被

害
事
例
調
査
」（
16

年
）
で
は
、
13
〜
15

年
度
に
起
き
た
ミ
ツ

バ
チ
被
害
の
８
割
前

後
が
、
ネ
オ
ニ
コ
農

薬
が
カ
メ
ム
シ
の
防

除
に
使
わ
れ
た
７
月

中
旬
〜
９
月
中
旬
に

起
き
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
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昔
は
日
本
の
あ
ち
こ
ち
で
ミ
ツ
バ
チ
や
蝶
が
飛
び

回
る
レ
ン
ゲ
畑
が
見
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
開
発
や
伐

採
で
草
原
や
森
林
な
ど
の
生
息
地
が
減
少
し
た
。
ま

た
、
寄
生
虫
の
ヘ
ギ
イ
タ
ダ
ニ
が
、
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ

チ
を
含
む
ト
ウ
ヨ
ウ
ミ
ツ
バ
チ
か
ら
宿
主
を
移
し
、

世
界
中
の
セ
イ
ヨ
ウ
ミ
ツ
バ
チ
に
寄
生
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
も
深
刻
な
事
態
だ
。
農
業
従
事
者
の
高
齢

化
と
減
少
に
伴
い
、
生
産
性
を
高
め
る
酷
使
に
よ
る

ス
ト
レ
ス
も
、ミ
ツ
バ
チ
を
生
き
に
く
く
し
て
い
る
。

さ
ら
に
地
球
温
暖
化
も
、
ミ
ツ
バ
チ
が
減
る
要
因

に
な
っ
て
い
る
。
温
暖
化
が
進
む
と
、
花
の
開
花
時

期
が
ず
れ
た
り
、異
常
気
象
で
巣
箱
が
流
さ
れ
た
り
、

蜜
源
の
花
が
倒
れ
た
り
し
て
ミ
ツ
バ
チ
に
も
影
響
す

る
。
日
本
で
は
温
暖
化
の
影
響
で
ア
カ
シ
ア
な
ど
の

開
花
時
期
が
早
ま
り
、
採
蜜
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
難
し

く
な
っ
て
い
る
。
蜜
源
が
混
ざ
ら
な
い
よ
う
に
、
花

を
追
っ
て
ミ
ツ
バ
チ
と
旅
を
す
る
移
動
養
蜂
家
も
い

る
。
ま
た
、
温
暖
化
で
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
が
上
昇

す
る
と
、
花
粉
の
糖
分
が
増
え
る
一
方
で
タ
ン
パ
ク

質
が
減
っ
て
、
ミ
ツ
バ
チ
は
栄
養
不
足
に
陥
る
。
気

温
が
上
昇
す
る
と
、
天
敵
の
ダ
ニ
や
ウ
イ
ル
ス
の
ほ

う
が
住
み
や
す
い
環
境
に
な
る
。

野
菜
の
収
穫
量
が
低
下
す
る
！

こ
の
ま
ま
ミ
ツ
バ
チ
が
減
っ
て
い
く
と
、
ど
う
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由

大
学
は
23
年
９
月
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ト
マ
ト
な
ど
の

授
粉
を
担
う
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
種
の
75
％
以
上
が
、
40

は
、
18
年
４
月
、
ネ
オ
ニ
コ
農
薬
の
３
種
に
つ
い
て
、

す
べ
て
の
作
物
へ
の
屋
外
で
の
使
用
を
禁
止
し
た
。

米
国
政
府
は「
花
粉
媒
介
者
保
護
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」

を
15
年
に
立
ち
上
げ
、
国
家
戦
略
と
し
て
、
ミ
ツ
バ

チ
を
含
む
ポ
リ
ネ
ー
タ
ー
の
生
育
地
保
護
な
ど
を
打

ち
出
し
た
。

日
本
で
は
、
蜂
蜜
や
蜂
由
来
成
分
を
扱
う
食
品

メ
ー
カ
ー
や
美
容
品
メ
ー
カ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
養
蜂
家

が
、
ミ
ツ
バ
チ
の
保
護
活
動
を
始
め
て
い
る
。
た
と

え
ば
廃
棄
物
処
理
が
本
業
の
加
山
興
業
（
愛
知
県
豊

川
市
）
は
、
敷
地
内
に
花
を
植
え
て
養
蜂
を
お
こ
な

う
「
ミ
ツ
バ
チ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
14
年
か
ら
始
め

た
。
大
学
と
養
蜂
家
、
種
苗
メ
ー
カ
ー
な
ど
が
連
携

し
、
山
梨
県
甲
府
市
の
耕
作
放
棄
地
に
花
を
植
え
て

農
地
の
再
生
と
ミ
ツ
バ
チ
の
増
殖
を
目
指
す
取
り
組

み
は
、
15
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
ビ
ル
の
屋
上
や

公
園
な
ど
を
利
用
し
て
都
市
養
蜂
を
お
こ
な
う
ミ
ツ

バ
チ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、全
国
的
に
広
が
っ
て
い
る
。

ミ
ツ
バ
チ
の
危
機
を
救
う
た
め
に
、
個
人
が
日
常

で
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。「
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
や
ラ
ベ

ン
ダ
ー
と
い
っ
た
ミ
ツ
バ
チ
が
好
む
草
花
を
、
庭
や

空
き
地
で
咲
か
せ
る
」「
ミ
ツ
バ
チ
へ
の
影
響
が
少

な
い
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
（
有
機
農
業
）
の
食
品
を
取
り

入
れ
る
」「
ミ
ツ
バ
チ
を
む
や
み
に
殺
さ
な
い
」「
保

護
活
動
に
参
加
す
る
」
な
ど
だ
。
山
田
養
蜂
場
ミ
ツ

バ
チ
研
究
支
援
サ
イ
ト
に
は
、こ
ん
な
言
葉
が
あ
る
。

「
ミ
ツ
バ
チ
に
よ
い
こ
と
は
、
人
に
も
よ
い
こ
と
だ
」

作物栽培に
おける受粉の
経済貢献額

6,686億円

露地栽培の
不明分

（野生・半野生
昆虫貢献、
人工交配など）
3,466億円

露地栽培のセイヨウミツバチによる貢献額 298億円

施設栽培の
セイヨウ
ミツバチに
よる貢献額

1,503億円

施設栽培の
マルハナバチ類に
よる貢献額
503億円

施設栽培の不明分（ホルモン剤など）915億円

作物栽培における受粉の経済貢献額 6,686億円のうち、ミツバチ
による貢献額が 2,304億円を占める
出典：（国研）農研機構　農業環境変動研究センターの推計値より（2022年）

〜
60
年
以
内
に
絶
滅
の
危
機
に
瀕
す
る
と

予
測
し
た
。
冷
涼
な
気
候
を
好
む
た
め
、

温
暖
化
の
影
響
を
強
く
受
け
る
。
ミ
ツ
バ

チ
や
蝶
を
は
じ
め
、
世
界
の
ポ
リ
ネ
ー

タ
ー
は
減
る
ス
ピ
ー
ド
を
増
し
て
お
り
、

授
粉
を
担
う
ミ
ツ
バ
チ
が
い
な
け
れ
ば
、

世
界
の
農
地
の
35
％
で
収
穫
量
が
低
下
す

る
と
Ｆ
Ａ
Ｏ
は
推
測
し
て
い
る
。

植
物
の
多
様
性
を
支
え
、
自
然
環
境
を

豊
か
に
し
て
い
る
ミ
ツ
バ
チ
を
保
全
し
よ

う
と
、対
策
が
始
ま
っ
て
い
る
。
13
年
に
、

一
部
の
作
物
に
つ
い
て
ネ
オ
ニ
コ
農
薬
の

使
用
を
暫
定
的
に
禁
止
し
た
欧
州
委
員
会
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当会は「日本一のトンボの生息地である桶
おけ

ケ
が

谷
や

沼
ぬま

を守ろう！」と 1986年に発足し、現在継続 38年
目となります。その間、マスコミに取り上げられた
り、映画化されたり、歌ができたりと注目され、「全
国トンボ市民サミット」も当地で 3回開催されて
います。
桶ケ谷沼は、絶滅危惧 IA類の「ベッコウトンボ」
が生息しているばかりでなく、貴重な昆虫、植物、
鳥類等を擁する自然の宝庫です。私たちの主な活動
はその保護活動ですが、2017年からは小中学生を
対象に「おけがや自然塾」を開校し 7年目になり
ます。多くの子どもたちに、桶ケ谷沼の「生きた教
材」を通して、「小さな命　大切に」の思いを育ん
でもらっています。
今までにこの沼では 72種のトンボが確認されて
いますが、その種の数と総数は確実に厳しくなって
います。地元住民や行政機関とも連携した活動を展
開し、さらに最近では地元企業との連携を進め、市
を挙げての活動が展開
されていますが、予断
を許さない緊迫した
日々の活動が続いてい
ます。

当該地は滋賀県の北部に位置し、三方を山に囲ま
れた農山村地域です。中学校の統廃合に伴い河川堤
防が通学路として舗装された結果、通学生以外にも
日々多くの市民が散歩するようになりました。しか
し、雑草の繁茂やごみの投棄によってひどい状況に
なっていたため、集落で彼岸花を植栽して昔の原風
景を取り戻すこととしました。
毎年 5月末に球根を採取して堤防に植栽し、開
花時期の前には一斉に草刈りを実施します。これま
で 17年間コツコツと植栽活動を続け、併せて食事
会や花見会等の実施によって参加者の親睦を図って
きた結果、集落住民のきずなが一層深まることとな
りました。
近年、約 10万本の彼岸花が 1㎞にわたって咲き
誇るようになり、市内はもとより県内外からも多く
の見学者が押し寄せ、当初は予想もしなかった状況
となっています。現在、集落は 19戸に減少し高齢
化も著しくなっているので、今後は集落の事業のみ
にとどめず、一人でも多く市内の賛同者を得て、市
の財産として景観保全に努めていきます。

セブン-イレブン記念財団が支援（助成）している団体からお便りが届きました！
活動レポート

絶滅危惧 I A類のベッコウトンボ。沼
での保全活動と併せ、コンテナ（通称：
ゆりかご容器）を用いた保護・増殖活
動にも取り組む

NPO法人 桶ヶ谷沼を考える会（静岡県磐田市）徳山環境保全会（滋賀県長浜市）

「小さな命　大切に」を
合言葉に38年

彼岸花の復活による河川堤防の
景観保全と地域づくり

https://www.okegaya-tombo.comhttps://www.facebook.com/higantokuyama?locale=ja_JP
野生動植物の保護・保全地域美化助成

おけがや自然塾での昆虫観察
会。子どもたちは興味津々

彼岸花が群生するようすは圧巻。例年の見ごろは 9月下旬

開花前の草刈りには悪戦苦闘 球根の植栽活動。植えるのは一
級河川草野川の堤防1㎞と周辺
あぜ道
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体･グループで、時には地区
外からも参加者があります。
会員の高齢化が心配の種です
が、若い層へ広げながら継続
していきたいと思います。

袖ケ浦には住宅街のすぐそばに「しいのもり」と
いう里山があります。調整池を含む20haもの自然
環境保全緑地で、私たちはその里山を守る活動をし
ています。もともとは雑木林と休耕田のみでしたが、
里山会と市が協力して「水と緑の里」として整備し、
2009年からは市民の憩える里山として開放されて
います。
現在、力を入れているのが、ナラ枯れ樹木の伐採
です。放置すると被害が拡大するため、伐採する必
要があるのですが、ナラ枯れ樹木には大径木が多
く、辺材が腐朽しているので、受け口は大きめに、
腐朽した辺材を除いた部分にツルを作る必要があり
ます。伐倒方向も安定しないのでロープワークで牽
引して伐倒するのが安全です。伐倒した玉切り材は
薪に利用しますが、運び出せないものは現地散策道
に並べて利用しています。
現在、里山会には約40人がボランティアとして
参加しており、メンバーそれぞれが得意分野を活か
して活動しています。市民参加の自然観察会や稲刈
りなどのイベントを催すなど、市民に愛される里山
を目指しています。

2004年に志摩市が発足する際、福祉の町づくり
基本方針策定に携わったメンバーを中心に「継続し
ていく活動として何ができるか」を議論し、美しい
海岸を守っていこうと『海岸クリーン大作戦』を始
めました。
私たちの活動地域には 6つの集落があり、各地 1
カ所の担当海岸を決めて年 3回の海岸清掃をおこ
なうことにしました。夢まちサポーターズの会員は、
地域の皆さんに参加を呼びかけ、ごみ袋や軍手、飲
み物などを準備し、各海岸での世話係を務めます。
海岸に漂着するごみはペットボトル、缶、瓶、食
品トレイ、漁具といった人為的なものが多く、美し
い海岸を観光資源にしている地域としては悲しいこ
とだと感じています。海岸清掃をお知らせすること
で、「ごみを捨てない」「海を汚さない」という意識
を広げていきたいと思い活動しています。
作業日には 40～ 50人集まる海岸もあれば、数
人で作業するところもあります。親子で、地域の団

みな
さんも一

緒にボランティア活動をしません
か！！

椎の森里山会（千葉県袖ケ浦市） 志摩夢まちサポーターズ（三重県志摩市）

ナラ枯れ樹木の伐倒作業 地域住民とともに海岸美化を
https://www.facebook.com/Siinomori.Satoyamakai/
森林の保護・保全 地域美化助成

遊歩道に玉切り材を並べて利用

カシノナガキクイムシが木に
掘った孔道（トンネル）。こ
の孔道を伝ってナラ菌が蔓延
すると、ぼろぼろに腐ってし
まう

海岸に漂着したごみ
を集める参加者たち

親子連れの参加者はも
ちろん、町外から参加
してくれる人も増えて
いる

集めたごみは可燃ごみ、ガラス・陶器
類、金物に分別

受け口を作る。ナラ枯れをも
たらすカシノナガキクイムシ
は大径木を好む
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 （一財）セブン-イレブン記念財団は、2023年10月25日（水）に開催された「自然共生サ
イト認定証授与式」において、環境省より『阪南セブンの海の森』を「自然共生サイト」と
して認定いただきました。
　大阪府阪南市に位置する当サイト（大阪府阪南市、面積40.17ha）は、大阪府下では唯
一の半自然海岸の浅場であり、アマモをはじめとした海草・海藻類からなる藻場が広が
り、この藻場を棲み処や稚魚の育成場、産卵場として利
用する魚類など多種多様な生物が生息しています。この
ような環境を利用して、阪南市内の小学校の海洋教育の
場として活用されているのをはじめ、周辺地域の団体の

体験型環境学習の場としても利
用されており、地域社会や未来
世代と一体となって自然環境保
護・保全活動などを進めている
ことから認定されました。

環境省が取り組む「自然共生サイト」に
セブン-イレブン記念財団

『阪南セブンの海の森』が認定されました。

セブンーイレブン記念財団
からのお知らせ

 「自然共生サイト」とは（環境省ホームページより）

国が認定する「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」のこと。認定
区域は、保護地域との重複を除き、「OECM」として国際データベースに登録されます。企業・
研究機関の森林、ナショナルトラスト、ビオトープ、自然観察の森、里地里山、スキー場な
どといった場所のうち、

・生物多様性の価値を有する
・ 事業者、民間団体・個人、地方公共団体による様々な取組によって、（本来の目的に関わらず）
生物多様性の保全が図られている区域

が「自然共生サイト」の対象となります。

自然共生サイト認定証

左から阪南市水野市長、
セブン イレブン記念財団 
太田副理事長（撮影時点）
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干潟での清掃活動 分かりやすく解説していただきました

大きなごみはみんなで運搬

子どもたちも大活躍でした

　今回は2023年10月29日、環境省、NPO法人くすの木自然館、姶
あい

良
ら

市、市民ボランティ
ア、セブン-イレブン加盟店、社員、セブン-イレブン記念財団より64名が集まり、干潟
清掃と干潟の生きもの観察を実施しました。
　活動場所である重

しげ

富
とみ

海岸は、国立公園として指定されている風光明媚な海岸ですが、
近くの川からごみが流れ込むことがあり、干潟の中にプラスチックごみが埋まっていま
す。これらのごみを放置しているとマイクロプラスチックになり、干潟の生きものや私
たちが食べる魚にも影響を与えてしまいます。
　清掃活動では、干潮時にあわせて実施し、多くの子どもたちもがんばってごみ拾いに
参加。ごみの量は思っていたよりは少なかったですが、複数名でないと運べないほどの
大きなごみも回収されました。
　生きもの観察では、それぞれが干潟を掘って探し集め、その後はみんなで観察会を実
施しました。NPO法人くすの木自然館様から森・里・川・海の繋がりの重要性や干潟
を通じた生物多様性の保全について説明をいただきました。

霧島錦
きん

江
こう

湾国立公園　保全活動
「干潟清掃・干潟の生きもの観察」（第1回）を

実施しました。
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