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「
サ
ル
や
ク
マ
が
山
を
下
り
て
畑
の
作
物

を
食
い
荒
ら
す
の
は
、
山
の
餌
が
少
な
く

な
っ
た
か
ら
だ
」
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
本
当
で
し
ょ
う
か
。
誰
か

調
べ
た
人
が
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
サ
ル

と
折
り
合
い
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
彼
ら

の
暮
ら
し
ぶ
り
を
よ
く
知
っ
た
上
で
対
策

を
立
て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
私
は
、
赤
谷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
地

域
協
議
会
の
皆
と
い
っ
し
ょ
に
、
猿
ヶ
京

か
ら
三
国
峠
に
か
け
て
の
「
赤
谷
の
森
」

に
暮
ら
す
、
ナ
ガ
イ
群
と
呼
ば
れ
る
ニ
ホ

ン
ザ
ル
の
群
の
暮
ら
し
を
調
べ
て
み
ま
し

た
。
２
０
０
４
年
か
ら
２
０
０
７
年
に
か

け
て
の
こ
と
で
す
。

　

ナ
ガ
イ
群
の
サ
ル
に
は
発
信
器
が
つ
い

て
い
る
サ
ル
が
い
ま
し
た
。
そ
の
電
波
を

受
信
し
な
が
ら
ナ
ガ
イ
群
を
追
跡
し
ま

す
。
3
年
の
調
査
の
間
に
2
回
だ
け
ナ
ガ

イ
群
の
サ
ル
の
数
を
数
え
る
こ
と
に
成
功

し
ま
し
た
。
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
群
は
通
常
30

頭
前
後
で
す
が
、
ナ
ガ
イ
群
は
巨
大
な
群

（
１
３
０
頭
）
で
し
た
。

　

実
は
ニ
ホ
ン
ザ
ル
は
繁
殖
力
の
弱
い
生

き
も
の
で
す
。
メ
ス
は
一
般
に
2
年
に
1

回
1
頭
の
子
ザ
ル
を
生
み
ま
す
。
ま
た
子

供
を
産
む
た
め
に
は
、
た
く
さ
ん
食
べ
て

お
腹
に
一
定
量
以
上
の
脂
肪
を
蓄
え
る
必

要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
野

生
で
は
せ
い
ぜ
い
年
に
5
％
程
度
し
か
増

え
ま
せ
ん
。
ナ
ガ
イ
群
が
こ
こ
ま
で
頭
数

を
増
や
す
ほ
ど
、
餌
が
豊
富
な
状
態
が
数

十
年
続
い
て
来
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

1
頭
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
暮
ら
し
て
い
く

た
め
に
は
、
０
．０
８
～
０
．２
４
㎢
の
雑

木
林
が
必
要
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
か
ら
推
定
す
る
と
ナ
ガ
イ
群
の
頭
数
は

30
～
１
０
０
頭
に
な
り
ま
す
。
私
が
調
査

を
し
て
い
た
3
年
間
に
、
木
の
実
が
大
豊

作
の
年
と
凶
作
の
年
が
あ
り
ま
し
た
。
豊

作
の
年
は
、
ナ
ガ
イ
群
の
サ
ル
が
畑
を
荒

ら
す
被
害
は
少
な
く
、「
赤
谷
の
森
」
の
豊

か
さ
を
実
感
し
た
年
で
し
た
。
一
方
、
凶

作
の
年
は
、
被
害
が
深
刻
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
山
の
実
り
の
豊
作
と
凶
作

ニ
ホ
ン
ザ
ル
を
調
べ
て
み
た
ら

赤
谷
の
森
で
わ
か
っ
た
こ
と

赤
谷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
地
域
協
議
会　
　

安
田
剛
士
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ナガイ群の植生環境利用比率

の
波
は
常
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
本
来
は
、
凶
作
の
年
を
乗
り
切
る
こ

と
が
で
き
る
頭
数
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
し
か
、

生
き
残
れ
な
い
は
ず
で
す
。
ナ
ガ
イ
群
を

養
い
続
け
て
き
た
の
は
畑
で
あ
る
こ
と

は
、
明
ら
か
で
す
。

　

ナ
ガ
イ
群
は
春
か
ら
秋
に
か
け
て
広
く

山
々
を
巡
り
様
々
な
も
の
を
食
べ
、
冬
は

西
川
沿
い
の
集
落
近
く
で
過
ご
し
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
冬
に
も
っ
と
も
畑
に
出
没

し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
山
か
ら
畑
に
出
没

す
る
時
に
は
、
決
ま
っ
た
場
所
で
道
路
や

川
を
渡
っ
て
い
る
こ
と
も
判
り
ま
し
た
。

作
物
を
作
っ
て
い
な
い
冬
場
の
畑
で
も
雪

深
い
山
に
比
べ
れ
ば
そ
こ
は
、
ニ
ホ
ン
ザ

ル
に
と
っ
て
餌
が
豊
富
な
天
国
で
す
。

　

人
間
に
追
わ
れ
る
こ
と
な
く
畑
で
餌
を

食
べ
冬
を
乗
り
切
れ
る
状
態
を
許
し
て
き

た
こ
と
が
、
猿
害
を
増
悪
さ
せ
同
時
に
サ

ル
を
増
や
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
冬
こ

そ
サ
ル
対
策
が
必
要
で
す
。
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オ
オ
ム
ラ
サ
キ
の
幼
虫
を
見
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
。

バ
ル
タ
ン
星
人
？ 

な
ん
か
可
愛
い
で
し
ょ
。
オ
オ
ム
ラ

サ
キ
は
国
蝶
で
、
翅
を
ひ
ろ
げ
る
と
15
㎝
ほ
ど
あ
り
、

ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
よ
り
ひ
と
ま
わ
り
大
き
い
チ
ョ
ウ
で
す
。

オ
ス
の
翅
の
表
は
美
し
い
青
紫
色
の
金
属
光
沢
が
あ
り

ま
す
が
、
メ
ス
は
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
全
体
が
茶
色
で

渋
い
で
す
。

　

全
国
的
に
は
開
発
な
ど
で
雑
木
林
が
消
滅
し
て
見
ら

れ
な
く
な
っ
た
地
域
も
あ
り
ま
す
が
、
赤
谷
の
森
で
は

７
月
の
下
旬
に
ク
ヌ
ギ
や
ヤ
ナ
ギ
の
樹
液
に
集
ま
り
、

カ
ブ
ト
ム
シ
や
ス
ズ
メ
バ
チ
と
蜜
場
の
専
有
争
い
を
し

て
い
る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。
け
っ
こ
う
強
い
で
す
よ
。

　

赤
谷
の
森
の
メ
ス
は
食
樹
の
エ
ゾ
エ
ノ
キ
の
細
い
枝

や
葉
に
多
数
産
卵
し
、
幼
虫
は
そ
れ
ら
の
葉
を
食
べ
て

成
長
し
ま
す
。
11
月
下
旬
に
な
り
、
３
㎝
ほ
ど
に
成
長

し
た
幼
虫
は
、
樹
の
幹
を
下
り
、
株
の
周
囲
の
落
ち
葉

の
裏
で
越
冬
し
ま
す
。

　

12
月
の
初
雪
頃
に
足
裏
や
膝
に
し
み
入
る
寒
さ
に
耐

え
て
、
株
の
周
り
で
落
ち
葉
を
て
い
ね
い
に
１
枚
１
枚

裏
返
し
て
い
く
と
、
葉
の
主
脈
あ
た
り
に
じ
っ
と
し
て

い
る
バ
ル
タ
ン
星
人
の
よ
う
な
、
ま
た
は
能
面
の
キ
ツ

ネ
の
耳
の
よ
う
な
角
を
持
っ
た
薄
茶
色
の
幼
虫
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
幼
虫
を
見
つ
け
た
ら
、

幼
虫
は
乾
燥
に
弱
い
の
で
、
春
ま
で
に
落
ち
葉
が
乾
燥

し
な
い
よ
う
、
き
っ
ち
り
と
元
の
場
所
に
戻
し
て
下
さ

い
。

　

幼
虫
は
、
春
に
な
る
と
ま
た
樹
に
登
り
、
芽
吹
い
た

葉
を
食
べ
て
、
チ
ョ
ウ
へ
の
変
身
の
準
備
の
た
め
に
葉

の
裏
な
ど
で
サ
ナ
ギ
と
な
り
ま
す
。
離
れ
て
見
る
と
、

葉
っ
ぱ
そ
っ
く
り
な
ん
で
す
よ
！

　

赤
谷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
の
生
息

確
認
の
た
め
、
エ
ゾ
エ
ノ
キ
が
あ
る
場
所
の
確
認
作
業

も
行
っ
て
い
ま
す
。

 

（
前
田
修
、
小
林
茂
男
、
小
鮒
守
）

　

日
本
自
然
保
護
協
会
で
は
１
９
７
８
年
か
ら
自

然
観
察
会
の
リ
ー
ダ
ー
養
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
養
成
講
座
、「
自
然
観
察
指
導
員
講
習
会
」

を
昨
年
の
12
月
1
～
2
日
の
2
日
間
、
赤
谷
の
森

の
麓
、
み
な
か
み
町
猿
ヶ
京
温
泉
で
開
催
し
ま
し

た
。
関
東
圏
を
中
心
に
地
元
み
な
か
み
町
や
、
北

は
岩
手
県
、
南
は
鹿
児
島
か
ら
、
40
名
の
方
が
受

講
さ
れ
ま
し
た
。
初
日
は
吹
雪
で
始
ま
り
ま
し
た

が
、
無
事
に
2
日
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
終
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

2
日
目
の
「
自
然
観
察
会
の
テ
ー
マ
探
し
」
で

は
、「
猿
ヶ
京
お
願
し
ょ
め
ぐ
り
」
を
題
材
に
、
持

谷
明
宏
さ
ん（
猿
ヶ
京
ホ
テ
ル
）に
講
師
役
を
お
願

い
し
て
、“
地
域
の
歴
史
と
文
化
を
い
か
し
た
自
然

観
察
会
”の
実
習
を
行
い
ま
し
た
。
地
形
図
で
昔
か

ら
の
道
で
あ
る
旧
三
国
街
道
と
国
道
17
号
線
の
比

較
を
し
た
り
、
屋
敷
林
、
家
の
造
り
な
ど
も
お
も

し
ろ
い
観
察
の
素
材
で
す
。
地
域
で
育
ま
れ
た
歴

史
や
文
化
、
暮
ら

し
の
中
に
、
人
と

自
然
の
関
わ
り
を

知
る
ヒ
ン
ト
が
あ

り
、
自
然
観
察
会

の
題
材
は
必
ず
し

も
自
然
だ
け
で
な

い
こ
と
を
受
講
者

の
方
が
学
ぶ
機
会

と
な
り
ま
し
た
。

オ
オ
ム
ラ
サ
キ
の
幼
虫
探
し

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｓ
―
Ｊ

自
然
観
察
指
導
員
講
習
会

地域の歴史と文化をいかした自然観察会の実習の様子

サポーター活動の紹介

in 

猿
ヶ
京

撮影：小林茂男

オオムラサキの幼虫。　バルタン星人？

葉の色に擬態している幼虫｡わかりますか？

成虫（オス）。キレイでしょう？

オス（右）が求愛しているが、なかなか
受け入れないメス（左）

（
㈶
日
本
自
然
保
護
協
会  

教
育
普
及
部 

大
野
正
人
）
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赤谷プロジェクト活動日誌10月～１月

活 動 日 活 動 内 容 活 動 場 所
平成24年10月1日 AKAYAプロジェクト現地説明会 小出俣試験地、川古温泉

10月2～3日 NPO法人森づくりフォーラム視察 茂倉沢2号ダム、小出俣再生試験地、
旧三国街道

10月4日 沼田北小学校「森の探検ウォークラリー」 高原千葉村
10月9日 韓国山林技術士協会視察 いきもの村、小出俣林道ほか

10月15～19日 生物多様性研修（中央研修） 小出俣再生試験地、茂倉沢林道ほか
10月20日 （株）ニコン社員ツアー 旧三国街道
10月23日 旧三国街道モニターツアー 旧三国街道
10月28日 赤谷の森自然散策 小出俣林道

11月3日 赤谷プロジェクトのブースオープン たくみの里
11月10日 第36回全国植樹祭赤谷プロジェクトPR 静岡県伊豆市天城ドーム

11月14～16日 センサーカメラ一斉調査 赤谷プロジェクトエリア内
11月15日 千葉市立大椎中学校体験学習 高原千葉村

11月17～18日 資生堂CSR活動「赤谷の日」体験 いきもの村、小出俣林道ほか
11月26日 AKAYAプロジェクト現地説明会 川古温泉浜屋、茂倉沢2号ダムほか
11月27日 (JICA)ブラジル生物多様性保全研修 いきもの村、南ヶ谷林道ほか

11月30日 21世紀・アイヌ文化伝承の森プロジェクト 
推進会議作業部会視察

いきもの村、茂倉沢2号ダム、小出俣
再生試験地ほか

12月1～2日 自然観察指導員講習会 みなかみ町猿ヶ京温泉
12月4日 新治小学校旧三国街道遠足事後学習 新治小学校

12月19～20日 綾プロジェクトの取組勉強会 宮崎県綾町綾照葉樹林、試験地ほか
平成25年1月27日 赤谷プロジェクト活動報告会 みなかみ町新治支所

○各ワーキンググループ会議
企画運営会議（第1回）10月24日、ほ乳類（第1回）10月28日、猛禽類（第2回）11月10～11日、
調整会議（第2回）12月14日、渓流環境復元（第2回）12月25日、植生管理（第3回）1月11日、
獣害に強い支援づくり事業モデル地区現地検討会・ほ乳類（第2回）1月14日、
地域づくり（第1回）1月15日、ホンドテン調査活動会議1月19日、猛禽類（第3回）1月21日、
自然環境（第2回）1月26～27日

○赤谷プロジェクト地域協議会会合
10月7日、11月4日、12月10日

○赤谷の日（いきもの村ほか）
10月6～7日、11月17～18日、12月1～2日、1月12～14日

○猛禽類調査（赤谷の森全域）
10月11日、11月13・21・29日、12月6・13・18・27日、1月2・3・10・17日

○ホンドテンモニタリング調査（赤谷の森全域）
10月8・13・14日、11月10・17・24日、12月8・9・16・20日、1月2・3日、2月9・10日（予定）

〇渓流環境調査（赤谷の森全域）
10月5日、10月22日、11月2日、11月16日、

〇関東森林管理局メールマガジン
12月12日（37号）、１月10日（38号）
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本誌や赤谷プロジェクトに関してのお問い合わせは、こちらへどうぞ！

赤谷プロジェクト地域協議会 ㈶日本自然保護協会

プロジェクト担当  出島　誠一
TEL.03-3553-4107

http://www.nacsj.or.jp/akaya/index.html
メールアドレス akaya@nacsj.or.jp

林野庁関東森林管理局
赤谷森林環境保全ふれあいセンター

所長　葊橋　潤
TEL.0278-60-1272

http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/kanto/akaya_fc/index.html
メールアドレス akaya_postmaster@rinya.maff.go.jp

　

新
治
小
学
校
で
は
「
総
合
的
な

学
習
の
時
間
」
に
、
赤
谷
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
皆
様
に
関
わ
っ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

　

五
年
生
で
は
、
千
葉
村
の
中
で

自
然
観
察
の
学
習
を
し
ま
す
。
六

年
生
で
は
、
そ
の
学
習
を
踏
ま
え

三
国
街
道
の
自
然
や
歴
史
に
つ
い

て
の
学
習
を
行
い
ま
す
。
三
国
遠

足
に
同
行
し
て
い
た
だ
き
、
三
国

街
道
の
自
然
や
歴
史
に
つ
い
て
の

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら

登
山
し
ま
す
。

　

実
物
を
見
た
り
触
れ
た
り
し
な

が
ら
、
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て

く
だ
さ
る
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は

足
取
り
も
軽
く
、
感
嘆
の
声
を
あ

げ
、
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て
い
ま

し
た
。「
す
ご
い
」「
へ
ー
」「
あ
っ

た
」「
見
つ
け
た
」
な
ど
、
子
ど
も

た
ち
は
心
か
ら
の
驚
き
の
声
を
あ

げ
て
い
ま
し
た
。
野
生
動
物
撮
影

用
の
セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ
も
設
置
し
、

一
ヵ
月
後
に
は
そ
の
写
真
を
用
い

て
、
動
物
や
三
国
街
道
に
つ
い
て

学
ぶ
授
業
も
行
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

人
間
の
生
活
時
間
を
は
る
か
に

超
え
る
長
大
な
時
間
の
流
れ
の
中

に
立
ち
、
地
元
の
自
然
の
偉
大
さ

や
大
切
さ
を
実
感
し
た
子
ど
も
た

ち
で
し
た
。

　

豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
て
い
る

地
域
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
豊
か

さ
を
身
近
に
感
じ
て
い
な
い
現
状

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
折
に
触
れ

学
習
を
し
て
い
く
こ
と
で
、
自
然
の
仕
組
み
を

理
解
し
、
共
生
し
て
い
け
る
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
学
び
の
場
を
提

供
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
る

と
と
も
に
、
今
後
と
も
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

この情報誌は、間伐材利用の紙を使用しています。

　
新
治
小
学
校
六
年
担
任

小
林
　
友
子

「
畏
敬
の
念
と
感
謝
」

赤谷プロジェクト、って？

赤 谷 プ ロ ジ ェ ク ト に 望 む こ と

　赤谷プロジェクトは、人と自然の共生と持続可能な地域づ
くりをめざして活動しています。地域、自然保護団体、国有
林管理者という立場の異なる三者がともに活動するという、
全国的にもめずらしい取り組みです。
　活動地域は、旧新治村三国山脈に広がる、約１万ha（10km
四方） の国有林。ほぼ中央に赤谷川が流れることから、「赤谷
の森」と呼んでいます。
　植物や生きものの調査・研究、環境教育、研修の受け入れ
など、活動はさまざま。毎月第一土・日曜日に行われる 「赤
谷の日」 には、県内外のサポーターが調査や体験学習などを
行っています。また地域協議会では、子ども向けの 「ムタコ
の日」 なども開催しています。どなたでも参加できますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

代表幹事　林　　　泉

TEL.0278-66-0888
メールアドレス kawafuru0888@gmail.com

赤谷の森だより平成 25 年 2 月 1 日 第 22 号 （8） 


