
小
林
総
合
養
魚
場｣

と
し
て
設
立
さ

れ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
の
後
、
同
場
は
、
水
産
試
験
場
と
な

り
、
河
川
や
湖
沼
の
生
物
や
環
境
を
守

る
た
め
の
研
究
や
、
養
殖
技
術
の
改
良

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
58
年
に

チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
養
殖
研
究
を
開
始
し
、

平
成
３
年
に
は
地
方
の
水
産
試
験
場
と

し
て
は
初
と
な
る
人
工
孵ふ

か化
に
成
功
。

現
在
は
、
北
米
産
の
シ
ロ
チ
ョ
ウ
ザ
メ

な
ど
を
飼
育
・
研
究
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
魚
は
お
い
し
い
身
が
と
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
卵
が
高
級
食
材

「
キ
ャ
ビ
ア
」
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

採
卵
で
き
る
ま
で
に
は
早
い
も
の
で

５
年
、
品
種
に
よ
っ
て
は
10
年
か
か

る
も
の
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
安
定
し
た
採
卵
方
法
や
、
味

を
世
界
基
準
の
味
に
加
工
す
る
方
法

を
現
在
研
究
中
。
同
試
験
場
の
稲い

ね
の野

俊と
し
な
お直

生
物
利
用
部
副
部
長
は
「
キ
ャ

ビ
ア
が
採
れ
る
魚
が
順
調
に
成
長
し

て
い
る
の
で
、
商
品
価
値
を
高
め
る

加
工
技
術
を
数
年
で
完
成
さ
せ
た
い
」

美
味
し
い
魚
と
ホ
タ
ル
を
生
ん
だ
湧
水

出の
　山
idenoyama

キャビアを世界基準の味へ
水産試験場の挑戦

水産試験場小林分場

稲
い ね の

野 俊
としなお

直　さん

宮
崎
県
水
産
試
験
場
小
林
分

場
は
、
戦
後
復
興
が
進
む

１
９
５
０
年
代
に
タ
ン
パ
ク
資
源
が

確
保
で
き
る
食
材
と
し
て
、
コ
イ
・

ニ
ジ
マ
ス
な
ど
淡
水
魚
の
養
殖
研
究

を
目
的
と
し
て
、｢

淡
水
漁
業
指
導
所

で
憩う

　「日本名水百選」に選ばれた出の山の湧水は、古くから飲み
水や農業用水として地域を潤すなど小林市を代表する湧水で
す。湧き出す量は毎秒１㌧ともいわれています。
　出の山公園はその豊富な水を利用した鯉料理や、ゲンジボタ
ルの乱舞が観賞できる観光地として名を馳せました。

日
本

名
水

百
選

私がホタル保護を始めたきっかけは、
子どもと初めて出の山にホタル観賞

に出かけたことでした。幻想的な美しさは
衝撃的で、その時、出の山のホタルは小林
市の宝であると考えたんです。昭和 55 年、
地元の区長さんや事業者などに声をかけて
ゲンジボタル自然保護会を発足。以来、会
長を務め、棲息状況調査などを行ってきま
した。また、地元の有志と観賞地を整備し、
鑑賞会や祭りを開催。平成 4年には「蛍保
護条例」が制定され、環境保全の大きな推
進力となりました。
　しかし、近年はホタルの数が減少し心配
しています。環境の変化など様々な要因が
考えられますが、残念なのは放鳥されたと
見られるアイガモや、ホタルの餌となるシ
ジミの盗掘があったこと。こういう行為が、
少なからず影響していると思います。保護
条例はありますが、やはり地域の皆さんの
協力なしにはホタルの保護はできません。
再びホタルの乱舞が見られるように、皆さ
んと環境づくりをしていきたいですね。

▲出の山のホタル【平成19年５月22日撮影】

小林ほたるの会会長

小
こ ぞ の

園 勇
いさむ

さん

　

小
林
名
物
の
川
魚
料
理
。
上
か
ら
『
鯉
の
丸
揚
げ
』、『
マ
ス

の
塩
焼
き
』、『
鯉
の
ア
ラ
イ
』。
こ
の
他
に
も
、す
っ
ぽ
ん
料
理
、

う
な
ぎ
料
理
な
ど
も
楽
し
め
る
。【
料
理
写
真
は
出
の
山
荘
】

と
、
今
後
の
展
望
を
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。出

の
山
池
は
江
戸
時
代
に
水
田

開
発
を
目
的
に
、
た
め
池
と

し
て
築
か
れ
ま
し
た
。

　

水
産
試
験
場
が
設
置
さ
れ
て
か
ら

は
、
池
で
の
鯉
や
ニ
ジ
マ
ス
の
生
産

が
増
え
評
判
に
。
そ
の
後
、
民
間
業

者
に
よ
る
生
産
販
売
が
始
ま
り
、
出

の
山
は
「
お
い
し
い
川
魚
料
理
が
食

べ
ら
れ
る
観
光
地
」
出
の
山
公
園
と

し
て
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

　

公
園
内
で
魚
料
理
店
を
営
む
坂さ

か
も
と本

宇う
い
ち
ろ
う

一
郎
さ
ん
は
「
泥
臭
く
な
ら
な
い

よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
池
で
養

殖
さ
れ
た
鯉
を
仕
入
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
鯉
に
は
餌
を
与
え
ず
２
週
間
か
け

て
出
の
山
の
水
の
う
ま
さ
の
み
を
与

え
ま
す
。
す
る
と
身
が
し
ま
り
、
旨

さ
を
増
し
た
美
味
し
い
鯉
に
な
る
ん

で
す
」
と
説
明
し
ま
す
。　
　
　

　

ア
ラ
イ
や
鯉
こ
く
な
ど
、
す
っ
か

り
名
物
と
な
っ
た
鯉
料
理
。
現
在
は

坂
さかもと

本　宇
ういちろう

一郎さん

▲

▼キャビア

ホタルの守り人Interview
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