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春

、

野
鳥

の
さ

え
ず

り
が

に
ぎ

や
か

に
な
り
、

ヒ
バ
林

の

ま

わ

り

の
樹

々
が
萌

黄
色

に
変

わ

っ
て
き
ま

す
。

ヒ
バ
林

の

濃

い
緑

と
、

鮮

や

か
な
対

比
を

な
し

て
、
ブ

ナ
林

で
は
黄
緑

色

の
葉

を
伸

ば

し
ま

す
。

広
が

り
は
じ

め

た
新
葉

の
細

か

い

白
毛

が

、
陽

光

を
あ

び

て
輝

い

て
い
ま

す
。

こ

こ
は
、

厚

沢
部

の
ブ

ナ
林

で
す
。

八
千

五

百
年
前

、
青

森

に
ま

で
到
達

し

た
ブ

ナ

は
六
千
年

前
、

北

海
道

に
上
陸

し
、

四
千

五
百
年

か

け

て
北

桧

山
ま

で

北

上
し

て
き

ま

し
た
。

ブ

ナ

は
津

軽
海

峡
を

ど

の

よ
う

に
し

て
渡

っ
た

の

で
し

ょ
う
か
。

厚

沢

部

に
生
育

す

る
ブ

ナ
は
澄

ん
だ

空
気

の
中

で
、

白

っ

ぽ

い
苔

や
黒

っ
ぽ

い
苔

を

ま
と

い
、

よ
り
ブ

ナ

ら
し

い
模
様

の
樹

肌

を
見

せ

て
く
れ

ま
す

。

銀

の
糸

の
よ

う
な
細

か

い
雨

が
、
ブ

ナ

の
森

に
降

り
注

ぎ

ま
す
。

雨

の
日

の
ブ
ナ

の
樹

は
、

そ
の
し
ず

く
を
葉

か
ら
枝

、

枝

か
ら
幹

へ
と
集

め
、

着
生

し

た
苔

の
表
面

を

ぬ
ら

し
な

が

ら
、

幹

を
優

し

く
な

で
る

よ
う

に
流
れ

落
ち

、

そ

の
ま
ま
根

元

へ
吸

い
込

ま
れ

て

い
き

ま
す
。
樹
幹

流

の
多

さ

に
比

べ

て
、

根

元

の
ま
わ

り

の
土
が

、

あ
ま

り

ぬ
れ

て
い
な

い
の
が

不
思

議

で
す
。

地

下
深

く
根

を
張

る

ブ
ナ

の
性
質

と
関

係

が
あ

る

の
で
し

ょ
う
か
。

雨

の
日

に
ブ

ナ

の
幹

を

み
が

く

よ
う

に
流

れ
る

水
流

を

見

て

い
る
と
、

ブ

ナ

の
歓

び

の
歌

が
聞

こ
え

て

く

る
よ

う

で
す
。

ブ

ナ
の
森

に
か

こ
ま
れ

る

よ
う

に

ヒ
ノ
キ

ア

ス
ナ

ロ
の
森

が

あ
り

ま
す
。

十

一
月
も

末

の
冷

た

い
季

節
風

の
中

で
も
、

一
歩

ヒ
ノ
キ

ア
ス
ナ

ロ
の
森

に
入
る
と
、

は

た
と
風
は
止

み
、

三
〇

メ
ー

ト

ル
も

の
高

さ

の
樹

上
を

ご
う

ご

う
と
吹

き
過

ぎ

て

い
き

ま
す
。

冬 の ヒバ林 の観察 会(1月)

夏

で
も
、
林

内

に

入
る
と

ヒ
ソ
ヤ
リ

と
し

て

い
ま
す
。

ヒ

ノ
キ

ア

ス
ナ

ロ
は
ど

ん
な
樹
木

な

の
で
し

ょ
う
か
。

道
南

の
植
物

分
布

の
特
徴

の

ひ
と

つ
に
、
北

方
系
と

南
方

系

の
植
物

が
濃

厚

に
混
在

し

て
い
る
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
ま
す

。

そ

の
北

限
種

の
樹

木

と
し

て

ヒ
ノ
キ

ア

ス
ナ

ロ

(
ア

ス
ナ

ロ

の
変
種

、

ヒ
バ
。

)

が
あ

り
ま
す
。

ヒ
ノ

キ

ア
ス
ナ

ロ
は
、
道

南

で
も
特

に
限

ら
れ

た
地
域

に

分

布

し

て

い
ま

す
。

ア

ス
ナ

ロ
の
古

名

は

「
阿

須
桧

」

と
記

さ
れ
、
今

で
も

ア

ス
ヒ
、

ヒ
バ
、

ア
テ
と
呼

ぶ
地
方

が

あ
り
ま

す
。

「
ア
テ
」

と

は
、

古
代

語

で

「
貴

い
」

「
上
品

な

こ
と
」

、

「
気
品

の

あ

る

こ
と
」

と

い
う
意

で
あ
り
、

「
気

品

の
高

い
」

と

い
う

こ
と

に
な

り
ま
す
。

そ
う
す

る
と
、

「
明
日
は
桧

に
な
ろ
う
」

と

い
う
意

味
が

一
八
○
度

ひ

っ
く
り

返

っ
て
、

「
桧

よ

り
も

気
品

の
高

い

ヒ
ノ
キ

ア

ス
ナ

ロ
」

と

な
り

ま
す
。

こ

ん
な
素
晴

し

い

ヒ
ノ
キ

ア

ス
ナ

ロ
の
森

が
北
海

道
南

部

の
厚

沢
部

に
は
あ

る

の
で
す
。

貴
重

な
北

限
種

で
す
。

厚

沢

部
町

土
橋
自

然
観

察
教

育
林

に
あ

る

ヒ
ノ
キ

ア

ス
ナ

ロ
の
森

を
観
察

す

る
と
、

ブ

ナ
林

に

か
こ
ま
れ

て

い
ま

す
。

生

育

し

て
い
る
場
所

は
、

山

の
斜

面

の
部

分
が
多

く
、

そ
れ

も

斜
度

が

三
〇
度

以
上

も
あ

る
急
斜

面

で
樹
木

が
育

つ
に
は

条

件

が
良

い
と

は
言

え
な

い
場
所

に
、
純

林
を

形
成

し

て
い



ま

す
。

ヒ
ノ
キ
科

の
常

緑
高

木

で
す

か
ら
、

一
年
中
林

内
は
、

う
す
暗

く
、

特

に
永
久

自
然

観
察

林
と

し

て

ヒ
ノ
キ

ア

ス
ナ

ロ
の
森

の
遷

移
を

観
察

し

て
い
る
場
所

で
は
林

床

の
植
物

も

ま

ば

ら

で
す
。
樹

冠

が
九

八
%
以

上
も

日
光

を
受

け

と
め

て

し
ま

う
た

め

に
、

林
床

に
差

し

込
む

日
光

が

極
端

に
少

な

い

か
ら

で
す
。

発
芽

し

て
二
〇

年

を
経

た

ヒ
ノ
キ

ア

ス
ナ

ロ
で
も
未

だ
横

へ
枝

を
伸
ば

し

て
幼
年

期

の
樹
形

で
す
。

す

っ
き

り

と
し

た

傘

形

の
樹
形

に
な
る

に

は
、

は
や
く

て
も

五
〇
年

近

く

か
か

り
、

三
〇

〇
年
経

っ
て
も

胸
高
直

径

五
〇

セ

ソ
チ

メ
ー

ト

ル

程

し

か
成

長

し
な

い
と

い
う
超

の
ん
び
り

な
、

大
器

晩
成
型

の
樹
木

で
す
が
、

そ

の
価

値

は
、
高

く
評
価

さ
れ

て
い
ま

す
。

建

築

材

と
し

て
利
用

さ

れ
、
数

百
年

経
過

し

て
、

表

面
が

ぽ

ろ
ぽ

ろ

に
な

っ
て
も
内

部

は
変

化

し
な

い

の
で
す
。

最
近

で

は
防

腐
効

果

や
香

り
成
分

の
分

析
、

抽
出

が
進

み
、

様

々
な

用
途

に
利
用

さ
れ

て
い
ま
す
。

土
橋

自
然
観

察
教

育

林

は
、
江

戸
時
代

幕
府

の
支

配

下

で

松
前

藩

が
管

理

し

て
い
ま

し
た
。

元
禄

の

こ
ろ
大

山
火

事
が

発

生

し
、

こ

こ
の
森

林

が
焼

失

し
た
と

い
う

記
録

が
あ

り
ま

す
。

そ

の
後

、
大

切

に
維
持

管

理
、

保
護

さ

れ

て
き

た
約
百

ヘ
ク

タ
ー

ル
が
現

在

の
自

然
観
察

教
育
林

に
な

っ
て
い
る

の

で
す
。

道
南

の
限

ら
れ

た
地

域

に
分
布

し

て

い
る

ヒ
ノ

キ

ア
ス
ナ

ロ
の
森

は
、

も

っ
と
大

切

に
保
護

さ
れ

る

べ
き
樹

種

で
は

な

い
か

と
思

う

の
で
す

が
、

伐
採

に
よ

り
、
次

第

に
減
少

し

て

い
る

よ
う

で
す
。

厚

沢
部

の
春

は
、

ブ

ナ
林

と

ヒ
バ
林

だ

け

で
は
あ

り
ま

せ

ん
。

太
鼓

山

に
連

な

る
上

蛾
虫

沢

に
は
、

ハ
ソ

ノ
キ
、

ヤ
チ

ダ

モ
、

ハ
ル

ニ
レ
、

サ

ワ
グ

ル
ミ

な
ど

の
林

が

あ

り
、

そ

の

林

床

に
は
水
分

を

た

っ
ぷ
り
含

ん
だ

湿
地

が
広

が

っ
て
い
ま

す
。

そ

こ

に
は

ミ
ズ
バ

シ

ョ
ウ

の
白
、

エ
ゾ

ノ
リ

ュ
ウ
キ

ソ

カ

の
輝

く
黄
金

色
が

一
面

に
広
が
り
、

カ
タ

ク
リ

の
紅

紫
色
、

エ
ゾ

エ
ソ
ゴ

サ
ク

の
青

い
色

が

ふ
ち
ど

り

を
し

て

い
ま

す
。

こ
こ
を
訪

れ

た
人

は
皆
、
夢

の
世

界

に
迷

い
込

ん
だ

よ
う
な

心
地

に
な

っ
て
し
ま

い
ま

す
。

秋
、

土
橋

自

然
観

察
林

に
匹
敵

す

る
紅
葉

の
厚

沢
部

太
鼓

山
を

歩
き

ま
す
。

紅

や
黄

色

の
美

し

い

モ
ザ

イ
ク
模
様

が
全

山
を

彩

っ
て
い
ま
す

。

ヤ

マ
モ
ミ
ジ

の
紅
、

真
紅

の

ア
カ

シ

デ

の
葉
、

イ

タ

ヤ
カ

エ
デ
、
ブ

ナ

の
黄

葉

…

…
。

そ
れ
は
自

然

が
人
間

に
与

え

て
く

れ
る
歓

び

で
す
。
濃

い
緑

は

ヒ
ノ
キ

ア
ス
ナ

ロ
の
色

で
す
。
昔
、
炭
焼
き
を

し
た
跡
が

凹
地

と
な

っ

て
残

っ
て

い
ま
す
。

自然観察教育林でめ観察会風景1993.12.12

高
橋
武
夫
氏
は
こ
の
厚
沢
部
の
森
林
を
、
毎
月

一
回
の
森

林
観
察
会
を
通
し
、
森
の
中
を
歩
き
な
が
ら
、
人
間
と
自
然

や
豊
か
な
森
林
の
み
か
た
な
ど
の
自
然
観
を
語

っ
て
く
れ
ま

す
。
も
う
六
十
七
回
に
な
り
ま
す
。

厚
沢
部
町
館
の
子
ど
も
達
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
想
い

出
が
あ
り
ま
す
。

真
冬

の
二
月
、

毎
日
遠
く

に
見

て
い
る

「
ニ
ッ
山
」

に
登

っ

た

こ
と

で
す
。

親
達

も

一
緒

で
す

。

七
〇
人

程
が
、

腰
ま

で

埋
ま

る
深

雪

の
中
、

か

ん
じ
き
を

は

い

て

一
歩

一
歩

踏

み
、

長

い
列

を
作

っ
て
登
り
ま

す
。
太

い
ブ

ナ
の
樹
間

を
カ

ラ
類

や

コ
ゲ

ラ
な

ど
が

飛
び

回

っ
て

い
ま

す
。
粉

雪
が
陽

を
受

け

て
山

の
斜

面

一
面

に
輝

い

て
い
ま
す
。

汗

を

か

い

て
頂

上

に
立

っ
た
時

、

子
ど

も
達
が

大
喜

び
し

た

の
は
も

ち
ろ

ん

で
す

が
、

そ
れ
以

上

に
親
達

が
感
動

し
た

の

で
す
。

い

つ
も
見
な

れ

て
い
る
我

が
ま

ち

の
姿

が
見

下
ろ

せ
た

の

で
す
。
今

ま

で

こ
こ
に
登

っ
た
経

験

な
ど
、
だ

れ

ひ

と
り

と
し

て
な

か

っ
た

の
で
す
。

こ
の
よ

う

な
企
画

は

「
厚

沢
部

の
自

然
を
観

る
会
」

が
中

心
と

な

っ
て
動

き
、
実

現

し
た
も

の
で
す
。

こ

の
子

ど

も
達

が
大
人

に
な

っ
た

と
き
、

故
郷

の
姿

は
冬

の
山

の
厳

し

さ
優

し
さ
と

重
な

っ
て
、

な

つ
か

し
く
浮

か
ん

で
く

る

こ
と

で
し

ょ
う
。

「厚

沢
部

の
自
然

を
観
る
会
」

は

こ
の
他

に
も
、

こ
こ

一
、

二
年

の
間

に
、

八
木
健

三
氏
、
小

野
有

五
氏
、
俵
浩

三
氏

、

鮫
島

淳

一
郎

氏
、

佐
藤
謙

氏

な
ど
専

門
家

を
招

い
て
講
演

会

や
観

察

会
を

実
施

し

て

い
る

の

で
す
。

高

い
専
門

性
と

深

い

教

養
を

持

っ
た

人

々
が
、

厚
沢

部

の
自
然

の
豊

か
さ
を

教

え

て
く
れ

た

の

で
す
。

こ
の
よ

う
な

企
画
を
実

現

さ
せ

る
原
動

力

は
ど

こ
に
あ

る

の

で
し

ょ
う

か
。

最
初

に
述

べ
た
自

然
観
察

会

の
主
宰
者

高
橋

武
夫
氏

や
こ

れ

か
ら
述

べ
る
林
吉

彦
氏

な
ど
を
中

心
に
地
域

で
活
動

し

て

い
る
人

々
が
陰

で
支

え

て

い
た

か
ら

に
他
な

り
ま

せ
ん
。

こ

の
ま

ち

は
何

も
な

い
ま
ち
だ

と
話

し

て

い
た
町

民
が
、

徐

々

に
影

響

さ
れ
、

我
が

ま
ち

の
良

さ
が
豊

か

な
自

然
環

境

で
あ
る

こ
と

を
意
識

し

て
き
ま

し
た
。

厚

沢

部

の
森

林

に

は
、

天
然

記
念
物

の
ク

マ
ゲ

ラ
を

は
じ

め
、

多
種

類

の
野

鳥
、

猛
き

ん
類
ま

で
営
巣

し

ま
す
。

こ

の
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こ
と

は
野

鳥

の
生
息

に
適

し

た
豊

か

で
深

い
森

林

の
あ

る

こ

と
を
意

味

し

て

い
ま
す
。

山

が
あ

り
、
谷

が

あ
り
、

そ

こ

に

連

な

る
川

が

あ
り
、

多
様

な

生
物

が
生

き

て
、

ひ
と

つ
の
生

態

系

が

で
き

上
が

っ
て

い
ま

す
。

そ
れ

は
今
年

に
入

っ
て
か

ら
十

三
頭

の

ヒ
グ

マ
が
捕

獲

さ
れ

て
い
る

こ
と
か

ら
も
分

か

り
ま

す
。

大
自

然

の
中

で
生

き

る
動
物

に
と

っ
て
恵

ま

れ

た

環
境

と

言
え

る

で
し

ょ
う
。

渡

り
鳥

の
調
査

を

し

て
い
る
人

々
の
中

に
標

識
放

鳥

を

し

て

い
る

グ

ル
ー
プ

が
あ

り
ま

す
。

そ

の
有
資
格

者

は
全

道

で

も

四
〇

人

あ
ま
り
、

道
南

で
は
ま

だ

ひ
と

け
た

の
人
数

で
す

。

こ

の
人

々
の
地
味

な
努

力

で
道
南

を
渡

り

の

コ
ー

ス
に
し

て

い
る
野
鳥

に

つ
い

て
新

し

い
発

見
が

あ
り
ま

し

た
。

そ

の
ひ
と

つ
は

八
月

の
暑

い
最

中

に
南

へ
渡

る
野
鳥

が

い

た
と

い
う
事

実

で
す
。

ム

シ
ク

イ

の
仲

間

で
す
。

そ
れ

は
偶

然

の
で
き
ご

と

か
ら

で
し

た
。

お
盆

休

み

で
帰
省

し
た
鳥

類
標

識

調
査
員

の
林
吉

彦

氏

は

墓

参

の
帰
途

、

白
神
岬

で
群

れ

て

い
る
野
鳥

を
発

見

し
、
調

査

活
動

を

は
じ

め

た
と

こ
ろ
、
網

に
か
か

っ
た

の
は
、

エ
ゾ

ム
シ
ク
イ
、

セ

ソ
ダ

イ

ム

シ
ク
イ

の

一
群

で
し

た
。

そ
れ

ま

で
は
真

夏

に
津
軽

海
峡

を
渡

る
野

鳥

が

い
る

こ
と
を
考

え

た

人

が

い
た

と
し

て
も
、

だ

れ
も
確

認

は
し

て

い
ま

せ

ん

で
し

た
。

八
月

に
渡

り
を

す
る

ム
シ
ク

イ
類

の

い
た

こ
と

は
大
発

見

で
し
た
。

林
氏

の
バ

ソ
デ

ソ
グ

フ

ィ
ー

ル
ド

は
、
厚

沢
部

の
富

里

で

す
。春

か

ら
夏

に
道
東

や
大
雪

山

で
生
活

し
て

い
る

ノ
ゴ

マ
は
、

秋

に
な
る

と
集

団
を
作

り
南

下

し

て
き
ま
す

。

そ
し

て
富

里

は
、

ノ

ゴ

マ
の
集
団

が
南

下
す

る
際
、

通
過

滞
在

地

の

ひ
と

つ
で
あ
る

こ
と
が
、

林
氏

に
よ

っ
て
確

か
め
ら

れ
ま

し
た
。

秋

の
あ

る
時

期

に
な

る
と

一
日

に
数
百

羽
も

の

ノ
ゴ

マ
の

群
が

富

里
を
通

過

し

て

い
き
ま

す
。

こ
の
よ
う

な

ノ
ゴ

マ
の

渡

り

の

コ
ー

ス
の
確

認

は
今
ま

で
知

ら
れ

て
い
な
か

っ
た

こ

と
な

の
で
、

道

南
、

特

に
桧

山

地
方

の
重
要

性

が

こ
れ
ま

で

以
上

に

ク

ロ
ー
ズ

ア

ッ
プ

さ
れ

る

こ
と

に
な
り

ま

し
た
。

渡

り
鳥

の

コ
ー

ス
は
遺
伝

子

に
イ

ソ
プ

ッ
ト
さ
れ

て
い
る

と

い
わ
れ

ま
す
。

そ
う
す

る

と
体
力

と
飛
行

距
離

か
ら
滞
在

地
域

も
毎

年
同

一
地

域

に
な

り
そ

う

で
す
。

渡

り

の

コ
ー

ス

途
中

に
あ

る
森

林
が
開

発

に
よ
り
破

壊
さ

れ
た

り
、

湿
地

や

草
原

が
埋

め
立

て
や
造

成

な
ど

で
破
壊

さ
れ

た

ら
、
渡

り
を

す

る
鳥

類

は
休

憩

や
採
餌

が
十

分

で
き
な

く
な

り
ま

す
。

厚

沢
部

の
森

林
が

ど

ん
な

に
豊

か

で
も
、

鳥

類

に
と

っ
て

は

そ
れ

だ
け

で
は

困
る

の

で
す

。

つ
ま
り
鳥

類

の
移

動
す

る

コ
ー

ス
に
沿

っ
て
ど

こ
ま

で
も
自
然

が
残

さ
れ

て
い
な

け
れ

ば
、
渡
り
鳥

も
減

少

の

一
途
を

た
ど
る
こ
と
に
な

る
の

で
し

ょ

う
。厚

沢
部

の
森

林

と
そ

こ

に
住

む
動

物

や
鳥

類

が
多

様
性

を

失

う

こ
と
な

く
、
豊

か

な
大
自

然
を

い

つ
ま

で
も
維

持

し
継

続

で
き

る
よ

う

に
大

切

に
し

て
い
き

た

い
も

の

で
す

。
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