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た
の
は
、
父
の
何
気
な
い
教
え

が
き
っ
か
け
で
す
。

　
「
草
刈
り
を
手
伝
っ
て
い
た

時
、
父
に
『
天
保
の
飢
饉
、
猫

も
ス
ミ
ラ
（
ツ
ル
ボ
）
を
食
す
』

と
い
う
話
の
ス
ミ
ラ
は
こ
れ
だ

ぞ
」
と
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
、

植
物
に
目
が
向
く
き
っ
か
け
に

な
り
ま
し
た
」。

　

エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
と
の
付
き
合

い
は
、既
に
63
年
。
そ
の
縁
は
、

元
同
僚
で
、
現
在
植
物
学
者
と

し
て
活
躍
す
る
滝
一
郎
さ
ん
と

の
出
会
い
に
始
ま
り
ま
す
。
当

時
、
小
林
中
学
校
で
理
科
担
当

の
教
諭
を
し
て
い
た
滝
さ
ん
と

は
、
師
範
学
校
（
現
在
、
宮
崎

　

元
中
学
校
教
諭
の
吉
本
正
義

さ
ん（
90
歳=

東
方
＝
）は
、「
エ

ヒ
メ
ア
ヤ
メ
を
守
り
育
て
る
会

（
以
下
「
守
り
育
て
る
会
」）」

の
設
立
に
関
わ
り
、
そ
れ
以
前

か
ら
個
人
で
草
花
の
調
査
や
保

護
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
エ
ヒ

メ
ア
ヤ
メ
を
題
材
に
し
た
合
唱

曲『
誰た
れ
ゆ
え
そ
う

故
草
』の
作
詞
・
作
曲
や
、

各
地
の
自
生
地
を
巡
り
、
自
費

で
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
の
専
門
書
を

出
版
す
る
な
ど
、
そ
の
活
動
の

幅
は
類
を
見
ま
せ
ん
。

　
「
野
の
花
は
ど
ん
な
に
小
さ

く
て
も
、均
整
が
と
れ
て
い
て
、

美
し
い
芸
術
作
品
。そ
の
中
で
、

特
に
可
憐
な
も
の
の
一
つ
が
エ

ヒ
メ
ア
ヤ
メ
」
と
吉
本
さ
ん
。

　

ま
た
、「
小
林
に
住
む
全
て

の
人
が
、
故
郷
の
誇
り
で
あ
る

生
き
た
文
化
財
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ

の
価
値
と
素
晴
ら
し
さ
を
認
識

し
て
、
保
護
に
関
わ
っ
て
ほ
し

い
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
野
草
に
つ
い
て

は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
興
味

が
あ
り
、
趣
味
は
園
芸
。
野
生

植
物
に
目
が
向
く
よ
う
に
な
っ

エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
と
共
に

生
き
た
60
年

植
物
学
者
滝た

き

一い
ち
ろ
う
郎
さ
ん

と
運
命
の
再
会

エヒメアヤメは故郷の誇り。
その価値と素晴らしさを認識し、
保護に関わってほしい。

エヒメアヤメ保護の第一人者

吉
よ し も と

本 正
ま さ よ し

義さん

大
学
教
育
学
部
）
時
代
の
同
級

生
。
小
林
中
で
再
会
し
た
２
人

は
意
気
投
合
し
、
吉
本
さ
ん
は

滝
さ
ん
の
助
手
と
し
て
、
調
査

の
た
め
、
共
に
あ
ち
こ
ち
の
野

山
を
駆
け
巡
り
ま
し
た
。
滝
さ

ん
は
昭
和
26
年
に
、
市
内
で
エ

ヒ
メ
ア
ヤ
メ
自
生
地
を
発
見
。

日
本
全
国
に
紹
介
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
滝
さ
ん
は
小
林
を

離
れ
る
こ
と
に
な
り
、
吉
本
さ

ん
に
、
市
内
の
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ

自
生
地
を
案
内
。「
後
は
頼
む
」

と
言
い
残
し
、
去
っ
て
行
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
れ
以
来
、
エ
ヒ

メ
ア
ヤ
メ
が
吉
本
さ
ん
の
テ
ー

マ
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
人
の
園
芸
家
と
し
て
、
ま

た
守
り
育
て
る
会
の
会
員
と
し

て
、
育
苗
や
栽
培
の
研
究
に
精

を
出
し
、
保
護
活
動
を
続
け
て

き
た
吉
本
さ
ん
。

　
「
数
は
減
っ
て
き
て
い
る
が
、

守
り
育
て
る
会
や
行
政
の
取
り

組
み
の
成
果
が
、
形
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
後
は
、
広
く
多
く
の

人
た
ち
が
保
護
に
参
加
し
て
く

れ
れ
ば
…
」。

　

保
護
活
動
は
、
私
た
ち
市
民

全
員
が
参
加
す
る
次
の
ス
テ
ー

ジ
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。

大正 13 年（1924 年）小林
市生まれ。旧制熊本県立八代中
学校、宮崎師範学校卒業。小林
中、細野中などの小・中学校に
勤務。国語と音楽が専門で、小
林中校歌の作曲も手がけた。紙
屋中などの校長を歴任。1984
年退職。エヒメアヤメを守り育
てる会の会長を10年務めた。
現在、県の自然保護推進委員
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手
を
差
し
伸
べ
て
ほ
し
い
。
儚
く
、
美
し
い
こ
の
花
に
。

国
指
定
天
然
記
念
物

「
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
自
生
南
限
地
帯
」
を
守
る

世
界
最
南
端
に
咲
く

「
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
自
生
南
限
地
帯
」
―
。

小
林
市
で
国
の
指
定
を
受
け
て
い
る
唯
一
の
天
然
記
念
物
で
す
。

し
か
し
、
今
そ
の
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
の
数
は
減
少
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
貴
重
な
花
の
た
め
に
、私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
は
何
か
考
え
ま
す
。
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「
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ　

自
生
地
の
保
護
と
増
殖
」
吉
本
正
義
著
（
鉱
脈
社
）

【写真】小
こ ざ と

里隆
りゅうぞう

三さん提供。
50年前までは、市内の 40
カ所以上に自生していたエヒ
メアヤメ。現在確認されて
いる自生地はわずか5カ所。
国指定地は現在公開をしてい
ませんが、自生地の一つであ
る勧請丘公園（北西方）では、
毎年、花を咲かせる３月から
４月に、エヒメアヤメの花を
観賞することができます。

世界最南端に咲く



　

世
界
で
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
が
自

生
す
る
南
限
は
日
本
。
そ
の

日
本
の
南
限
が
小
林
市
で
す
。

「
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
自
生
南
限
地

帯
」
は
、
世
界
に
誇
れ
る
市
の

貴
重
な
財
産
と
い
え
ま
す
。
し

か
し
、
人
の
手
で
適
し
た
環
境

を
保
つ
こ
と
で
、
何
と
か
自
生

を
続
け
て
い
る
の
が
実
情
。
ま

た
、
保
護
に
関
わ
る
人
は
限
ら

れ
て
お
り
、
国
指
定
の
天
然
記

念
物
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
も

多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
財

産
を
未
来
に
残
し
て
い
く
た
め

に
は
、
ま
ず
一
人
一
人
が
そ
の

価
値
と
現
状
を
知
る
こ
と
。
そ

の
良
い
機
会
と
な
る
の
が
、
３

月
29
日
（
土
曜
）
に
開
催
さ
れ

る
「
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
を
守
る
全

国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
で
す
。
30

日
（
日
曜
）
に
は
、
勧
請
丘
公

園
で
花
咲
く
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
を

観
賞
で
き
ま
す
。
私
た
ち
市
民

み
ん
な
が
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
の
こ

と
を
知
っ
て
、
世
界
に
誇
れ
る

貴
重
な
植
物
が
自
生
す
る
素
晴

ら
し
い
環
境
を
守
り
育
て
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
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50
年
前
ま
で
は
、
市
内
に
40

カ
所
以
上
自
生
地
が
あ
り
ま
し

た
。
当
時
は
、
馬
や
牛
に
草
を

食
べ
さ
せ
る
た
め
、
野
焼
き
や

草
刈
り
が
行
わ
れ
、
エ
ヒ
メ
ア

ヤ
メ
が
生
息
し
や
す
い
環
境
に

あ
り
ま
し
た
。
現
在
、
自
生
が

確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
５
カ

所
。そ
の
い
ず
れ
の
自
生
地
も
、

株
数
は
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

環
境
の
変
化
と
心
無
い
人
の

盗
掘
な
ど
が
減
少
の
原
因
で

す
。
生
駒
に
あ
る
国
指
定
の
自

生
地
で
は
、
守
り
育
て
る
会
に

よ
る
盗
掘
防
止
の
た
め
の
パ
ト

ロ
ー
ル
や
、
生
育
し
や
す
い
環

境
を
つ
く
る
た
め
に
、
草
刈
り

や
野
焼
き
な
ど
が
行
わ
れ
、
エ

ヒ
メ
ア
ヤ
メ
は
自
生
を
続
け
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
ま
だ
活
動

に
参
加
す
る
の
は
限
ら
れ
た
人

た
ち
で
す
。
ず
っ
と
未
来
に
残

し
て
い
く
た
め
に
、
多
く
の
人

の
協
力
が
必
要
で
す
。

　

エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
（
古
名
＝
誰

故
草
）
は
、
も
と
も
と
現
在
の

中
国
北
部
や
ロ
シ
ア
極
東
な
ど

に
分
布
し
て
い
た
多
年
草
。
日

本
列
島
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と

陸
続
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

貴
重
な
植
物
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
で
は
、
明
治
30

（
１
８
９
７
）
年
に
愛
媛
県
で

最
初
に
発
見
さ
れ
、
地
名
に
ち

な
み
「
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
よ
り
南
限
に
位
置

す
る
自
生
地
が
い
く
つ
も
発
見

さ
れ
、
次
々
に
国
指
定
の
申
請

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
一
度
指
定

を
受
け
た
場
所
は
今
で
も
「
自

生
南
限
地
帯
」
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、一
番
最
後
（
昭
和
43
年
）

に
指
定
さ
れ
た
小
林
市
の
自
生

地
が
、
真
の
南
限
地
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
現
在
、
全
国

で
６
カ
所
が「
自
生
南
限
地
帯
」

の
国
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

自
分
に
は
、
吉
本
さ
ん
ら
先

輩
た
ち
の
よ
う
に
、
育
苗
や
裁

判
の
研
究
を
す
る
な
ど
専
門
的

な
知
識
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分

で
は「
草
刈
り
隊
長
」を
名
乗
っ

て
い
ま
す
。
植
物
の
専
門
家
も

い
れ
ば
、力
仕
事
担
当
も
い
て
、

そ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
が

集
ま
り
保
護
活
動
を
行
っ
て
い

る
の
が
「
守
り
育
て
る
会
」
で

す
。
た
だ
、
国
指
定
へ
の
働
き

か
け
や
保
護
活
動
を
昼
夜
を
問

わ
ず
行
っ
て
き
た
先
輩
た
ち
の

思
い
は
、
必
ず
未
来
へ
つ
な
い

で
い
き
た
い
。
そ
れ
が
使
命
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

会
員
の
高
齢
化
が
進
み
、
若
い

人
で
も
50
代
。
保
護
活
動
は
、

傾
斜
地
の
草
刈
り
、
野
焼
き
な

ど
非
常
に
重
労
働
で
会
員
だ
け

で
は
と
う
て
い
続
け
て
い
く
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
小
林
地
区

建
設
業
協
会
や
地
元
の
手
伝
い

も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
人

手
は
足
り
て
い
な
い
の
が
現

状
。
限
ら
れ
た
人
で
は
な
く
、

多
く
の
人
に
保
護
活
動
に
参
加

し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

　

自
分
の
夢
は
、
若
い
人
も
高

齢
者
も
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
の
素
晴

ら
し
さ
を
知
り
、
保
護
に
関

わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
。
そ
し
て

自
生
地
の
一
面
が
紫
の
花
で
埋

め
尽
く
さ
れ
る
と
う
れ
し
い
。

エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
を
見
に
人
が
集

ま
り
、
笑
顔
と
交
流
が
生
ま
れ

る
。
そ
れ
が
地
域
お
こ
し
に
も

つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

エヒメアヤメを守り育てる会会長

大
おおぞの

薗 良
りょういち

一さん

エヒメアヤメを守り育てる会
平成４年に設立。団体構成34人。
盗掘防止パトロール、開花調査、
育苗の研修会、自生地の草刈り・
野焼きなどの活動を行う。各地の
エヒメアヤメの保護活動を行う団
体との交流も積極的に行っている

先
輩
の
思
い
を
継
ぎ
、
ま
た
次
の
世
代
へ
。

一
面
が
紫
の
花
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
日
を
夢
見
て
。

● 

守
り
育
て
る
会
会
長
に
聴
く　

保
護
活
動
と
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ
の
未
来

ＮＰＯ法人西諸地域活動センター菜の
花「菜の花作業所」の施設長も務める
大薗さん。そこで作られたエヒメアヤ
メの造花を手に「団体の枠を超え、で
きることをやっていきたい」と微笑む

歴
史
的
に
も
貴
重
な
植

物
エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ

世
界
の
中
で
、
小
林
が

真
の
自
生
南
限
地
帯

40
カ
所
あ
っ
た
自
生
地

も
今
で
は
５
カ
所
に

守
り
育
て
る
会
に
よ
る

懸
命
な
保
護
活
動

世
界
に
誇
れ
る
貴
重
な
植
物
が
自
生
す
る

環
境
を
皆
で
守
り
育
て
て
い
き
た
い

重
労
働
な
保
護
活
動

多
く
の
人
の
手
助
け
を

市
民
み
ん
な
の
力
で

自
生
地
一
面
を
紫
に

ま
ず
は
知
る
こ
と
か
ら

始
め
ま
せ
ん
か
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３月30日（日曜）
９時～15時
場所：勧請丘公園
内容：エヒメアヤメの花を観賞できます。
守り育てる会のガイド付き。

エヒメアヤメを守る全国シンポジウム

３月　　　日  土
13時～17時

オープニング
『エヒメアヤメ」歌　小林女声コーラス

表彰
児童絵画表彰　※全作品を展示します

基調講演
「大陸からやってきたエヒメアヤメと
その仲間たち」
講師　宮崎植物研究会　南谷忠志会長

パネルディスカッション
進行・特別報告者　
日本花菖蒲協会　木村晴彦さん

主催：エヒメアヤメを守り育てる会
問：社会教育課　℡22-7912

エヒメアヤメまつり

僕
ら
も
絵
で
参
加
し
ま
す
！

世界最南端に咲く


