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栗

山
町

の
北
側

に
、
市

街
地

と
隣

接
す

る
御

大

師
山

が
あ

る
。

標
高

一

一
四
、

八

メ
ー
ト

ル
の
小
高

い
丘

陵

地

の
三
角

点

の
呼
び

名

で

、
栗

山

公
園
敷

地

と
も

な

っ
て

お
り

、
後
背

地

は
、

ハ
チ

ャ

ン
ベ

ツ
の
沢
を

は

さ
み

、
栗

沢
町

ま

で
約
三

〇
〇

ヘ
ク

タ

ー

ル

の
雑

木
林
が

つ
づ

い
て

い
る
。

御

大
師

山

に
は

、
四

国
八
十

八

ヶ
所

め
ぐ

り

の
巡

回
路
を

含

む
遊

歩
道

が

あ

り
、

町
民
が

身
近

な
自

然

と
触

れ

あ
え

る

恰
好

の
散

策

コ
ー

ス
と

な

っ
て

い
る
。

四
年

前
、

こ
の
雑
木

林

に

オ
オ

ム

ラ
サ

キ
が
発

見

さ
れ

、
そ

の
保
護

を

め

ぐ
り

、

町

民

の
間

に

「
開
発

か
保

護

か
」
「
自
然

と
人

間

の
あ

り
方

」

を

め
ぐ

る
論

議

が

か
わ

さ
れ

て
き

た
。

栗
山

の
風

土

を
象

徴

す
る

オ
オ

ム
ラ

サ
キ

栗

山

町

に
は

、
栗

山

町
教
育

委

員
会

で
発

行

し
た

「
栗

山

の
自
然

を

さ
ぐ

る

」

と

い
う

理
科

の
郷

土
読

本

が
あ

る
。

一

九

八

六
年

三
月

発

行

さ
れ

、
栗
山

町

の
小
学

生

(四
年

)
を

対

象

に
配

布

さ
れ
て
実
際

の
授

業
に
使
用

さ
れ

て

い
る
。
全
国

一

律

の
教

材

で
は
伝

え

ら
れ
な

い
、
生
き
た
地
域

の
自
然
を

あ
り

の
ま
ま

に
子

ど
も
た

ち
に
伝

承
し

て
い
く
た

め
に

で
あ

る
。

御
大

師

の

オ

オ

ム
ラ
サ
キ
は

幸

か
不

幸

か
、

こ

の
副
読
本

作

成

の
た

め

の
調

査
中

に
発

見

さ
れ
た

の

で
あ

る
。

北
海

道

の
オ

オ

ム

ラ
サ
キ

の
生

息
地

は
、
何

故

か
石

狩
低

地

帯

に
の

み
点
在

す

る

。
北

限

は
浜
益

町

で
栗
山

町
、
長
沼

町

、
由
仁

町
、

札
幌

市

、
小

樽

市

、
余
市

町
等

の
限

ら
れ

た
雑

木

林

に
生
息

し

て

い
る
。

栗

山
町

の
生

息

地

は
、
日
本

で
は
北
東

限

に
あ

た

り
、
私

達

は

「
北

限
地

域
」
と

い
う
表

現
を

し

て

い
る
。

オ

オ

ム
ラ
サ

キ

は
、

浜
益

と

栗
山

を

結

ぶ
線

を
境

に
し

て
、
現

在

の
と

こ
ろ

、

こ

こ
よ

り
北

に

は
分
布

し

て

い
な

い
。

こ
の
線

は

、
幼
虫

の

食

樹

で
あ

る

エ
ゾ

エ
ノ
キ

の
植
生
分
布

と

一
致
し

て

い
る
。
春

一
番

に
羽
化

す

る

エ
ゾ

ヒ
メ
ギ

フ
チ

ョ
ウ
は
、

オ
オ
ム

ラ
サ
キ

と
は
反
対

に
、

こ
の
線
を
境

に
北
東
部

に
分
布
し

て

い
る
。

冷

温
帯

林

か

ら
亜
寒

帯

林

へ
の
移
行

地
帯

で
あ

る
栗

山
附

慎高橋
高橋 慎(た かは し まこと)

1950年 北海道夕張市 に生 る。

栗山町立栗山小学校勤務、現在栗

山のオオムラサキ を守 る会事務局

長。

主 な関心分野 は身近 な自然の保護

と再生。

オオムラサキの森づ くり

近

の
雑
木

林
の
植
生
は
、
と
く

に
極

だ

っ
て
希
な
種

は
な

い
が
、

ヤ
ム

ニ
ウ
シ

(栗

の
木

の
茂
る
所

)
の
地
名
ど

お
り
、

エ
ゾ

エ
ノ

キ
等

の
北

限
の
種
が
混

っ
た
多
様

で
独
特
な
形
態
を
有

す
る
。

こ

の
植

物

分
布

の
多
様

性

は
、

昆
虫

や
淡
水

魚
分
布

の
多

様
性

に
も
表

わ
れ

て

い
る
。

ま
た

、

こ
の
北

限
種

と
南
限
種

の
境

目

的
な

生
息

地
と
な

っ
て

い
る
根
拠

は

、
昆
虫

で
言
え

ば
食

草

、
食

樹
と

な
る
植

物

分
布

に
大

き
く
起
因

し

て

い
る

が
、

淡

水
魚

の
分
布

か

ら
推
測

す

る

に
、

こ
の
地

の
地
形

の

成

り
立

ち

に
も
左
右

さ

れ

て

い
る
よ

う
に
思

わ
れ

る
。

こ
の

こ
と
は

今
後

進
め

ら
れ

て

い
く

で
あ

ろ
う
、
色

々
な
調
査

・

研
究

に
よ

り
明
ら

か

に
さ
れ

て

い
く

に
違

い
な

い
。

少

な

く

と
も
、

「
北

限
地

域

の
オ

オ
ム

ラ
サ
キ
」

の
生
息

す

る
雑

木
林

は
、

栗
山

の
風

土
を

象
徴

し

て
お
り

、
そ

の
意

味

で
も
守

っ
て

い
か
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
森

で
あ

る
。

オ
オ

ム

ラ
サ
キ

の
森

は
み

ん
な

の
森

だ

ホ

オ

ム
ラ
サ
キ

の
森
づ

く

り
を

進

め
よ
う

と
、

栗
山

オ
オ

ム
ラ

サ
キ

の
会
が

発
足

し
た

当
時

、
「
エ
ゾ

エ
ノ
キ

を
た

く
さ

ん

植
え

て
オ
オ

ム

ラ
サ
キ
を

増

や
そ

う
」

と

い
う

意
見

が
多

く

あ

っ
た

よ
う

に
思
う

。

し
か

し
、

オ
オ

ム

ラ
サ
キ

は
幼

虫

の
食

樹

で
あ

る

エ
ゾ

エ
ノ
キ

の
存

在

だ

け
で

な
く

、

成
虫

が
食

す

る
樹
液

の
出

る
ミ
ズ

ナ

ラ
、

コ
ナ

ラ
、

ハ
ル

ニ
レ
、

ク
リ
等

で
構
成

さ
れ

る
豊

か
な
雑

木

林
を

必
要

と
す

る

こ
と

、

オ

オ

ム

ラ
サ
キ

の
世
代

交
代

を

可
能

と
す

る

エ
ゾ

エ
ノ
キ
が

、

少
な
く
と
も
二
～
三
〇
年

の
樹
齢
を
も

つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な

各

ら
な

い

こ
と
の

二

つ
の
理
由

に
よ

り
、
オ

オ

ム
ラ
サ
キ

の
森

づ

く

り
は

、
総
合

的

な
森
づ

く

り

で
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
と

考

え
方

が

ま

と
ま

っ
て
き

て

い
る
。

す

な

わ
ち
、

オ
オ

ム
ラ
サ

キ

の
す

む
森

は
、

オ
オ

ム

ラ
サ

キ

の
天
敵

も
含

め
、

す

べ
て

の
動
植

物

に
よ

っ
て
成

り
立
づ

生

態
系

を

維
持

し

て

い
く

こ
と
が
大

切

で
あ

る

こ
と

へ
と
認

識

を

深

め

て
き
て

い
る
。

ま

た

、
私
達

人
間

と
雑
木

林

の
関
係

の
あ

り
方
や
自

然

と
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人

間

の
共
生

の
道
を

探

ぐ

る

べ
く
、

町
民

間

の

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
づ

く
り

の
取

り
組

み
も

、
積

み
L

げ

て
き

て

い
る
。

保

護
運

動

の
理
解

の
た

め
に
作

成

し
た

オ
オ

ム

ラ
サ
キ

の

テ

レ
ホ

ン
カ

ー
ド

に
は

、
次

の
よ

う

に

メ

ッ
セ

ー
ジ
が

の

せ

ら
れ

て

い
る
。

私

た
ち

の
町

、
栗

山

に
は

、
国

蝶

オ
オ

ム
ラ

サ
キ

が

す
ん

で

い
ま
す

。

日
本

で
は

最
も

生
存

条
件

の
厳

し

い
、

北
東

限

に
あ
た

る
貴

重

な
生
息

地

で
す

。

オ
オ

ム
ラ
サ

キ

の
す

ん
で

い
る
雑

木
林

は

、
栗

山
公

園

の
あ
る
御

大
師

山

で

、
四
季

折

々

に
多

く

の
野

草

が

花

を
咲

か

せ
、

エ
ゾ
リ

ス
や

野
鳥

、
ザ

リ
ガ

ニ
や

ク

ワ

ガ
タ

ム
シ
も

す

む
、

町
民

の

い
こ

い
の
場

で
す

。

私

た
ち

は
、

こ

の
オ

オ
ム

ラ
サ

キ
を
保

護

し
森
づ

く

り
を
す

す

め
る

こ
と

を
通

し

て
、

こ

の
自

然

の
遺

産

を

後

世

に
伝

え

て

い
こ
う

と
考

え

て

い
ま
す

。

私
達

オ
オ

ム

ラ
サ

キ

の
会

で
は
、

世
界

的
な
自

然
破

壊

の

問

題
を

も
考

え

て

い
け
る
地

域
的

な

取
り

組

み
を

、

こ

の
栗

山

の
地

で
、
身

近

な
生

き
物

と

の
交

流
を

通

じ
て
、

一
歩

一

歩
着

実

に
進

め

て

い
こ
う

と
考

え

て

い
る
。

動

き

出
し

た
街

の
人

々

自

然

と
触

れ
あ

い
、

自
然

の
理

解

を

深
め
よ
う

と
す

る
動

き

は
、

一
方

で
は

、
理
科

副

読
本

を
通

じ

て
栗
山

の
子
ど

も

た

ち

に
対

し

て
、
他

方

で
は

、
自

発
的

な
自

然
を

愛
す

る

サ

ー

ク

ル
の
活
動

と

し

て
実

際

に
行

わ
れ

て

い
る
。

理
科
副
読
本

「
栗
山

の
自
然
を

さ
ぐ

る
」

は
、
今

、
来
年
度

よ
り

の
全

カ

ラ
i
版

改
訂

に
向

け

て
、

ま
た
更

に
深
め

ら

れ

作

製

さ
れ

つ

つ
あ

る
。
教

育
委

員
会

も

予
算
措

置
を

行

い
全

面

的

に
バ

ッ
ク
ア

ッ
プ

し
て

い
る

。

こ
の

「自

然
を

さ

ぐ

る
」

は
、

ま
た
月

2
回

発
行

の
町
報

く

り
や

ま

に
記
載

さ
れ

、
全

町

民
向

け

の
自
然

ガ
イ

ド

の
役

目
も

果

し

て

い
る
。

御
大

師
山

を

ベ
ー

ス

に
し
た

サ

ー

ク
ル
は
、

歴
史

的
遺

産

の
保
存

を
主

と
す

る
御

大
師

山
を

愛

す

る
会

、

野
草

と
親

し

む
植
物

同
好

会

、
野
鳥

観
察

の
オ

ッ
ト

リ

ク
ラ
ブ
、

御
大

師

山

水
系

の
調

査
を

進

め

る
ホ

タ

ル
救

援
隊

と
オ

オ

ム

ラ
サ
キ

の
会

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
団

体

が
個

別

に
、
あ

る

い
は
共

同

し

て
、
観

察
会

や
環

境

づ
く

り
を

、

地
域

の
育
成

会

や
町

民

と

と
も

に
行

な

っ
て
き

て

い
る
。

オ

オ

ム
ラ
サ

キ

の
会

は
、

現

在

の
と

こ
ろ
、

こ
の
自
然

と
親

し

む
人
達

を
結

ぶ

コ
ー
デ

ィ
ネ

イ
ト

の

役
割

を
果

し

て

い
こ
う

と
考

え
て

い
る

。

こ

の
御

大
師

山
を

め

ぐ

る
種

々

の

「
自
然

保
護

」

の
気

運

の
高

ま

り

の
中

で
、
商

工
会

青
年

部

や
青
年
会

議

所

も
ま

た
、

御
大

師
山

を
含

め

た

ハ
チ

ャ

ン
ベ

ツ
地

域

]
帯

の
自
然

を
守

り
、

拡
充

し

て

い
く

方
向

を
打

ち
た

て

「自

然

・
産
業

・
文

化

へ
の
提
言

」

の
中

で

ま
と

め
る

に

い
た

っ
て

い
る

。

ま

た
、

町
役

場
も

、
そ

の
長
期

発
展

計
画

の
中

で
栗

山
公

園

に
続

く
雑

木
林

一
帯

を

「
ふ
る
さ

と
自
然

財
産

」

と
し

て

購

入

し

て

い
く

こ
と
を

明

記

し
た
の

で
あ

る
。

息

の
長

い
取

り
組

み
を

こ
こ
数
年

の
各

種
会

議

の
中

で
明
ら

か

に
さ
れ

て

き
て

い

る
こ
と

は
、

少

な
く

と
も
御

大
師

山
は

、
町

民

の
ふ

る
さ
と

の
シ

ン
ボ

ル
と

し

て
、
出

き
る
だ

け
傷
を

つ
け
な

い
で
保
護

し

て

い
こ
う

と
す

る
考

え
方

が
定
着

し

つ

つ
あ

る

こ
と

で
あ

る
。
し

か

し
、
決

し

て
財
力

が
豊

か
で

な

い
小

さ

な
町

の

こ

と

、
虫

け

ら

の
た

め

に
金

を
使

う

こ
と

、

一
銭

に
も
な

ら
な

い
か

の
よ
う

な
活

動

に
援
助

し

て

い
く

こ
と

が
、

町
民
全
体

の

二
i
ズ

に
な

る
た

め
に

は
、
ま
だ

ま
だ

時
間

の
か

か
る

こ

と

に
違

い
な

い
。

私
達

オ

オ

ム
ラ

サ
キ

の
会

は
、

こ
の
町

民

の
理
解

を
得

て

い
く
手

だ

て
と
し

て
、

「
オ
オ

ム
ラ
サ
キ

の
幼

虫

の
飼

育
観

察
を

行

い

一
般

公

開
す

る
」

と

い
う
本

来

的

で
は

な

い
手

法

を

と

っ
て

い
る
。

オ

オ
ム

ラ
サ
キ

が
自
然

状
態

で
誰

も
が
観

れ

る
よ
う

に
増

え

る
た
め

に
は

、
も

っ
と

も

っ
と
豊

か
な
雑

木
林

を

つ
く

る
必
要

が

あ

る
こ
と
を
訴

え

な
が

ら
。
未

来

の

子
供
達

が

い

つ
ま

で
も

、
御
大

師
山
を

か

け
ず

り
ま

わ
り
、

チ

ヨ
ウ
や

ト

ン
ボ

や

ク
ワ
ガ

タ

ム
シ
を
追

い
ま

わ
し

、
泥
ん

こ

に
な

っ
て
ザ

リ

ガ

ニ
や
ド

ジ

ョ
ウ
と
た

わ
む

れ
る

こ
と
が

で
き

る
よ
う

、

そ
ん

な
場
づ

く
り
を
進
め

て

い
き
た

い
と
考

え

て

い
る
。

私
達

人

間

の
子
ど

も

の
悪

さ
も
許
容

し

て
く
れ

る
自

然

の

懐

の
広

さ

と
厳

し

さ
を
何

も
言

わ
ず
と

も
教

え

て
く

れ
る
身

近

か
な

自
然

を
残

し
て

い
く
息

の
長

い
取
り

組

み
が
A
7後

も

続

く
。

地
域

を
愛

し
、
自

然

と
共

生

で
き

る
人
づ

く

り
の
た

め
に
。
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