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ヤマユリ（ユリ科ユリ属）
日本特産のユリで、ユリの王様と言われている。本

州の近畿地方以北の山地や丘陵地のススキ草原に生

える。個体数は町では近年激減している。球根は食

用として利用される。（花期６～８月）

オオイヌノフグリ
（ゴマノハグサ科クワガタソウ属）
ヨーロッパ原産で明治初期に渡来した帰

化植物で越年草。冷たい風の吹く早春か

ら日だまりでポツポツと咲き出す。ぱっ

ちりと瞳を見開いたような、この花を見

て春の到来を感じる人は多い。

（花期１～５月）

クズ
（マメ科クズ属）

秋の七草の一つ。大和の国栖の人が根か

ら澱粉をとって、売って歩いたので自然

にクズと呼ばれるようになった。山野の

いたる所に生え、花は葉裏に隠れるよう

に咲き、甘い香りを漂わす。

（花期８～９月）

（写真・文：三浦　勇さん）

何
気
な
い
野
山
の
植
物
や
、
野
鳥
の
鳴
き
声
、
昆
虫
の
営
み
…
…

そ
ん
な
身
近
な
自
然
に
、
ふ
と
目
を
向
け
れ
ば
、

普
段
、
忘
れ
か
け
て
い
た
何
か
…
…

そ
う
…
…
「
自
然
の
息
吹
」
を
感
じ
る
瞬
間
が
あ
り
ま
す
。

環
境
問
題
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
昨
今
、

私
た
ち
が
住
む
富
里
の
自
然
は

将
来
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
…
…

今
回
は
、
平
成
２
年
か
ら
富
里
の
野
山
に
入
り
、

丹
念
に
植
物
の
観
察
や
研
究
を
し
て
い
る
、

折
目
庸
雄
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
、「
人
と
緑
の
共
生
す
る
ま
ち
」
富
里
町
の

自
然
な
ど
に
つ
い
て
、
お
届
け
し
た
い
と
思
い
ま
す
。



町
村
で
見
ら
れ
る
ワ
ル
ナ
ス
ビ
・
キ
キ
ョ

ウ
ソ
ウ
な
ど
が
、
広
が
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
外
国
か
ら
日
本
に
入
り
、

生
活
を
始
め
た
植
物
を
『
帰
化
植
物
』
と

言
い
ま
す
。「
他
の
地
域
に
比
べ
て
帰
化

植
物
が
多
い
」
の
も
、
富
里
町
の
特
長
の

一
つ
で
す
。

そ
し
て
現
在
で
は
、
成
田
空
港
に
隣
接

す
る
富
里
町
に
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
、

飛
行
機
や
荷
物
・
乗
客
に
付
着
し
て
運
ば

れ
た
種
子
が
こ
ぼ
れ
て
、
新
し
い
帰
化
植

物
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
疑

問
が
よ
く
持
た
れ
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
新
し
い
も
の
を
新
し
い

と
決
め
る
に
は
、
古
い
も
の
が
す
べ
て
分

か
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
り
ま
す
。

テ
レ
ビ
や
、
報
道
な
ど
で
、
よ
く
「
自

然
環
境
を
守
る
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
耳

に
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
表
現
は
、
時
と
し
て
、
何

か
「
大
変
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
気
持
ち
を
、
抱
い
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
自
然
は
富
里
に
限
ら
ず
身
近

な
所
や
、
人
の
思
い
の
及
ば
な
い
所
で
、

た
く
ま
し
く
生
息
し
て
お
り
、「
自
然
を

守
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
実
は
、
そ
ん
な

身
の
周
り
の
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
町
の
自
然
を
特
徴
づ
け

る
も
の
と
し
て
は
ま
ず
、『
台
地
と
谷
津
』

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
成
田
空
港

建
設
の
候
補
地
に
も
な
っ
た
富
里
町
は
、

見
渡
す
限
り
平
ら
な
台
地
を
所
々
に
浅

く
、
ま
た
深
く
削
り
取
る
「
谷
津
田
」
が

開
け
、古
い
集
落
が
点
在
し
て
い
ま
し
た
。

縄
文
時
代
以
前
か
ら
、
台
地
に
は
シ
イ

や
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
「
大
木
」
が
散
在
し
、

ク
ヌ
ギ
や
コ
ナ
ラ
の
「
雑
木
林
」
と
、
ス

ス
キ
や
チ
ガ
ヤ
な
ど
の
「
草
原
」
が
地
表

を
覆
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
谷
津
に

お
り
る
斜
面
に
は
、カ
タ
ク
リ
や
ク
ズ
が
、

ひ
っ
そ
り
と
四
季
を
告
げ
て
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
台
地
と
谷
津
と
い
う
単
純
な
地

形
に
も
、
実
に
色
々
な
植
物
が
、
今
な
お

命
を
保
ち
続
け
て
い
る
の
は
驚
き
で
す
。

次
に
、『
歴
史
と
自
然
』
の
か
か
わ
り

と
い
う
観
点
で
は
、
例
え
ば
、
セ
ン
ダ
イ

ス
ゲ
で
は
、「
40
万
年
前
に
現
在
の
富
里

付
近
ま
で
、
海
が
あ
っ
た
」
こ
と
が
推
測

で
き
ま
す
し
、
シ
ャ
コ
タ
ン
チ
ク
と
い
う

笹
か
ら
は
、
そ
の
名
前
か
ら
北
海
道
産
で

あ
る
笹
が
、「
な
ぜ
富
里
に
生
育
す
る
の

か
」と
い
う
疑
問
を
持
つ
こ
と
が
で
ま
す
。

そ
れ
は
ま
た
、
人
々
の
暮
ら
し
や
歴
史
を

知
る
手
が
か
り
に
も
な
り
ま
す
。

ま
た
、
明
治
期
の
富
里
で
は
、
下
総
御

料
牧
場
を
始
め
、中
小
の
牧
場
や
農
場
で
、

牛
馬
の
生
産
・
育
成
が
行
わ
れ
、
中
で
も

御
料
牧
場
で
は
飼
料
用
に
、
20
〜
30
種
の

牧
草
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
に

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
輸
入
さ
れ
た
牧
草
に
ほ
か
の
植
物

の
種
子
が
混
じ
っ
て
、
牧
草
と
一
緒
に
蒔

か
れ
、
発
芽
・
開
花
し
、
町
内
や
周
辺
市

台
地
と
谷
津
、
帰
化
植
物

富
里
の
豊
か
な
自
然
を
守
る
こ
と
…

…
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
住
む
、
身
近
な
ま
ち
の
「
特
徴
」
を
知
る
こ
と
、

「
歴
史
」
や
「
自
然
の
息
吹
」
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

自
然
は
私
た
ち
に
、
多
く
の
こ
と
を
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。

町
に
生
育
し
て
い
る
一
個
の
植
物
か
ら
も
、

歴
史
的
背
景
や
当
時
の
暮
ら
し
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
ら
の
植
物
の
視
点
か
ら
、
私
た
ち
の
住
む
富
里
を
眺
め
て
み
る
と
、

大
変
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
分
り
ま
す
。

こ
の
富
里
の
豊
か
な
自
然
を
永
く
後
世
に
残
す
た
め
に
、

今
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
答
え
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
実
は
身
近
な
と
こ
ろ
に

潜
ん
で
い
る
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
…

折目 庸雄さん（御料）

1928（昭和３）年生まれ

教員を定年退職後、本格的に植物調

査を始め、1993（平成５）年に「富

里の植物」を刊行（残部なし）。その後、

芝山町、酒々井町の植物誌の調査を終

えて、再び富里の追加植物調査活動を

始めています。「富里の植物改訂版」も

刊行できればと、雨天でなければ、心

にいつも『疑問と、好奇心』を持って

山野を歩き回っています。稲刈りの終

わった田んぼや山道で見かけたら、気

軽に声を掛けてください。

【特集版】街角特派員レポート№２

続々 人は緑の息吹と共に
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北
総
台
地
で
は
珍
し
く
な
っ
た
「
イ
ヌ
ハ

ギ
」
な
ど
も
、
自
然
環
境
の
変
化
な
ど
に

よ
っ
て
は
、
い
つ
無
く
な
る
と
も
言
え
な

い
植
物
の
一
つ
で
す
。

富
里
町
に
は
、
最
重
要
保
護
植
物
は
３

種
、
重
要
保
護
植
物
が
10
種
、
要
保
護
植

物
43
種
が
生
育
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
現
在
の
植
物
の
種
類
を

き
ち
ん
と
調
べ
て
お
く
こ
と
は
、
後
々
の

こ
と
を
考
え
る
と
、
と
て
も
大
切
な
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

少
し
難
し
い
用
語
に
「
維い

管
束
か
ん
そ
く

植
物
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

茎
と
葉
が
分
か
れ
て
い
る
植
物
と
い
う
意

味
で
、
こ
れ
に
限
っ
て
言
え
ば
、
富
里
町

に
は
、
現
在
１，

５
８
８
種
類
の
植
物
が

確
認
さ
れ
、
今
後
の
調
査
で
の
追
加
植
物

を
加
え
て
も
約
１，

６
０
０
種
前
後
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
数
は
、
富
里
の
自
然
が
予
想
を
は

る
か
に
超
え
、
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

確
認
し
た
標
本
は
、
す
べ
て
千
葉
県
中

央
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
、
そ
の
数
３，

５

０
０
以
上
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
の
貴
重
な
植
物
と
し
て
は
、
千

葉
県
で
た
だ
一
か
所
生
育
が
確
認
さ
れ
て

い
る
「
ナ
ガ
エ
ミ
ク
リ
」、
千
葉
県
で
２

か
所
目
に
発
見
さ
れ
た
「
ミ
ド
リ
カ
ナ
ワ

ラ
ビ
」
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
最
重
要
保
護

植
物
で
、
本
当
に
貴
重
な
植
物
で
す
。

ま
た
、
群
落
と
し
て
は
『
日
本
で
一
番
』

と
言
わ
れ
る
「
セ
ン
ダ
イ
タ
イ
ゲ
キ
」
や

今
の
富
里
に
あ
る
植
物

宅
地
開
発
や
山
林
、
田
畑
の
管
理
な
ど
が
論
じ
ら
れ
、
植
物
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
絶
滅
や
減
少
を
心
配
す
る
声
も
聞
か
れ
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
で
は
山
野
の
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
、
栽
培
植
物
な
ど
が
新
た
に
自
生
し
た
り
、

環
境
の
変
化
や
都
市
化
の
影
響
か
ら
か
、

新
た
な
種
類
の
植
物
が
増
え
続
け
て
い
る
と
い
う
現
実
も
あ
る
の
で
す
。

ミドリカナワラビ
（オシダ科）

千葉県では山田町と富里町にしか

生育は確認されていない。富里町

でも草地に潜っていて、かろうじ

て命を保っている。

●最重要保護植物

（写真：神谷　勝さん）

ナガエミクリ
（ミクリ科）

現在、千葉県で唯一生育が

確認されている種類で、最

重要保護植物に指定されて

いる。水中や水辺に生育し、

白い花は６～９月に咲く。

●最重要保護植物

（写真：赤木信一さん）

イヌハギ（マメ科）
造成した宅地とその周辺に生育している。したがって危機的

な状況にあるとも言える。全体が金色の毛で覆われ、一見し

てそれと分かる。●要保護植物（写真：小林宏次さん）

センダイタイゲキ
（トウダイグサ科）
関東・東北で５か所程

度の生育が確認されて

いるが、この種類の研

究家に「その中でも一番良い群落だ」と

お墨付きをもらっている。

●重要保護植物（写真：大場達之さん）

【背景写真：大和地区の谷津田】
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