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作
家 

柴
崎
友
香

　

飛
行
機
の
窓
か
ら
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
く
海
岸
線
が
見
え
た

と
思
っ
た
ら
、
あ
っ
と
い
う
間
に
低
い
山
並
み
と
草
原
が
連
な
る

緑
の
大
地
が
広
が
っ
た
。
初
め
て
見
る
北
海
道
は
、
本
州
と
は
違

う
柔
ら
か
く
繊
細
な
緑
色
で
美
し
か
っ
た
。
空
港
を
出
る
と
、
猛

暑
日
の
続
く
大
阪
か
ら
は
予
想
以
上
の
涼
し
い
風
に
包
ま
れ
た
。

　

ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー
の
ベ
テ
ラ
ン
女
性
運
転
手
さ
ん
の
滑
ら
か

な
解
説
を
聞
き
、
牧
場
の
牛
や
馬
を
眺
め
な
が
ら
釧
路
市
内
へ
。

距
離
感
が
わ
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
ひ
た
す
ら
ま
っ
す
ぐ
な
湿
原
道

路
を
走
る
。
右
も
左
も
、
草
原
。
と
思
っ
て
い
る
と
、
運
転
手
さ

ん
が
「
こ
の
あ
た
り
は
全
部
湿
原
で
す
。
ヤ
チ
マ
ナ
コ
と
い
う
沼

の
よ
う
な
穴
が
あ
っ
て
、
昔
は
牛
や
馬
が
は
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
」。「
ヤ
チ
マ
ナ
コ
」
？   

「
湿
原
」
が
ど
う
い
う
場
所
な
の
か
、

実
感
す
る
の
は
も
う
少
し
あ
と
の
こ
と
に
な
る
。

エコル
ー
ツ
紀
行資

源
を
生
み
生
命
を
育
む
湿
原

︱
︱
炭
鉱
と
湿
原
の
釧
路
を
行
く
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シラルトロ湖
塘路湖

細岡展望台

温根内
ビジターセンター

釧路湿原
自然保護官事務所

たんちょう
釧路空港

釧路市

釧路川

釧路港 釧路コールマイン

釧路川蛇行復元
茅沼地区

釧路湿原

と
い
う
。
よ
く
見
る
と
、
砂
地
に
は
幾
筋
も
の
小
さ
な
水
の
流
れ

が
あ
る
。
一
か
所
で
は
な
く
、
浜
全
体
か
ら
水
が
浸
み
だ
し
て
い

る
。
触
っ
て
み
る
と
、
冷
た
い
。
湖
の
温
度
と
全
然
違
う
。
し
か

し
、
冬
に
湖
が
凍
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
逆
に
湧
き
水
は
凍
ら
な
い

と
い
う
か
ら
不
思
議
だ
。
昔
は
こ
の
あ
た
り
に
住
ん
で
い
た
人
た

ち
の
貴
重
な
水
源
だ
っ
た
し
、
今
も
動
物
た
ち
が
飲
み
に
く
る
そ

う
で
、
周
囲
に
は
シ
カ
の
足
跡
が
あ
っ
た
。
数
十
年
前
に
降
っ
た

雨
や
雪
が
、
今
目
の
前
で
湧
き
出
て
い
る
。
自
然
の
複
雑
で
精
巧

な
し
く
み
に
感
動
す
る
。

植
物
が
分
解
さ
れ
ず
に
堆
積
し
た
泥
炭
層

　

ゆ
っ
く
り
カ
ヌ
ー
を
漕
い
で
戻
り
な
が
ら
、
土
佐
さ
ん
に
、
今

年
は
異
常
に
暑
い
日
が
続
い
て
い
る
、
湖
の
景
色
自
体
は
変
わ
ら

な
い
け
ど
周
囲
か
ら
泥
が
流
れ
込
ん
で
水
深
は
一
ｍ
ほ
ど
浅
く

な
っ
た
、
な
ど
伺
う
。
減
っ
て
い
く
湿
原
を
、
土
佐
さ
ん
は
未
来

に
残
し
た
い
と
い
う
。

　

気
温
が
低
く
農
地
に
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
湿
原
を
調
査
し
、

一
九
八
〇
年
に
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
の
指
定
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
、

地
元
住
民
を
中
心
と
し
た
活
動
と
努
力
だ
っ
た
。
国
立
公
園
に

な
っ
た
の
は
そ
の
七
年
後
の
こ
と
だ
。
釧
路
の
自
然
は
地
元
住
民

が
主
導
し
て
守
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

斉
藤
さ
ん
の
案
内
で
、
釧
路
川
を
上
流
へ
。
昔
は
水
害
の
防
止

や
農
地
開
発
の
た
め
に
川
の
流
れ
を
直
線
に
変
え
て
き
た
が
、
泥

を
運
び
込
ん
で
湿
原
が
乾
燥
化
し
て
し
ま
う
の
で
、
元
の
蛇
行
し

た
川
に
戻
す
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

塘
路
の
湧
き
水

　

到
着
し
た
場
所
は
、
塘
路
湖
畔
。
こ
こ
か
ら
カ
ヌ
ー
で
、
塘
路

湖
を
縦
断
す
る
。
案
内
し
て
く
だ
さ
る
の
は
、
釧
路
国
際
ウ
ェ
ッ

ト
ラ
ン
ド
セ
ン
タ
ー
の
斉
藤
さ
ん
と
レ
イ
ク
サ
イ
ド
と
う
ろ
の
土

佐
さ
ん
。
土
佐
さ
ん
は
、
代
々
こ
の
土
地
に
住
む
ア
イ
ヌ
の
方

で
、
塘
路
湖
周
辺
の
自
然
を
守
る
た
め
に
早
く
か
ら
尽
力
さ
れ
て

き
た
。
カ
ヌ
ー
が
湖
面
に
浮
か
ぶ
と
、
土
佐
さ
ん
の
舵
取
り
で
す

う
っ
と
進
み
出
し
た
。
大
き
い
ト
ン
ボ
、
細
い
ト
ン
ボ
が
飛
び
交

う
中
、
静
か
な
湖
面
に
浮
か
ぶ
水
草
は
菱
。
忍
者
が
撒
く
菱
の
実

だ
が
、
水
草
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
栗
の
よ
う
な
味
で
お
い
し

く
、
昔
は
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
冬
の
間
の
貴
重
な
保
存
食
だ
っ
た
。

秋
の
収
穫
の
時
期
に
合
わ
せ
た
お
祭
り
も
、「
昔
は
神
さ
ま
に
収

穫
を
伝
え
る
儀
式
だ
っ
た
の
が
、
今
は
お
祭
り
に
な
っ
て
い
る
」

と
土
佐
さ
ん
。
菱
は
湖
底
か
ら
生
え
、
根
は
三
ｍ
も
あ
る
。

　

見
渡
す
限
り
の
広
い
湖
面
を
ひ
た
す
ら
進
む
と
、
オ
ジ
ロ
ワ
シ

の
姿
が
。
双
眼
鏡
を
覗
い
て
み
る
と
、
確
か
に
白
い
羽
根
が
目
立

つ
。
そ
し
て
、
大
き
い
！　

　

対
岸
の
小
さ
な
浜
辺
に
降
り
る
。
こ
こ
か
ら
水
が
湧
い
て
い
る

▲アイヌ語で「沼のところ」という意味を持つ塘路湖は、太古、海が後退する
過程で誕生した海跡湖。レイクサイドとうろの土佐良範さんとカヌーに乗る

▲湧き水。雨や雪が数十年の時を経て湧き出て、
塘路湖に注いでいる

19,357haと日本最大の広さを持つ釧路湿原。太古の海が現在の姿となっ
たのは約3000年前。地殻運動により地盤は西高東低で、低くなった東側に
は海跡湖が残り、釧路川が大きく蛇行しながら流れている。圧倒的な平原の
広がり、ほとんど手つかずで残された自然は、この湿原に流れてきた悠久の時
を感じさせる。ここはまた多様な生物を育む場所でもあり、1980年日本で最初
にラムサール条約登録湿地となった。
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長
靴
に
軍
手
で
獣
道
を
進
む
。
棘
の
あ
る
イ
ラ
ク
サ
を
掻
き
分

け
て
い
く
斉
藤
さ
ん
が
頼
も
し
い
。
周
囲
を
見
渡
す
余
裕
が
で
き

る
と
、
あ
ま
り
に
美
し
い
風
景
に
息
を
飲
ん
だ
。
ミ
ズ
ナ
ラ
や
ダ

ケ
カ
ン
バ
な
ど
落
葉
樹
の
薄
い
葉
を
通
し
て
差
す
光
、
背
の
高
さ

ほ
ど
に
伸
び
た
シ
ダ
は
ま
る
で
古
代
の
森
の
よ
う
だ
。
釧
路
の
短

い
夏
の
束
の
間
の
緑
。
冬
に
は
葉
も
草
も
す
べ
て
枯
れ
て
し
ま
っ

て
ど
こ
ま
で
も
見
通
せ
る
景
色
に
一
変
す
る
そ
う
だ
。
足
下
の
土

は
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
。
湿
原
と
は
、
植
物
が
枯
れ
て
も
低
温
の

た
め
腐
ら
ず
に
長
い
年
月
を
か
け
て
堆
積
し
た
ス
ポ
ン
ジ
状
の
泥

炭
層
か
ら
成
る
土
地
。
豊
か
な
養
分
を
持
ち
、
多
様
な
生
物
の
育

つ
場
所
と
な
っ
て
き
た
。

　

す
ぐ
そ
ば
の
せ
せ
ら
ぎ
が
、
事
業
に
よ
っ
て
掘
ら
れ
た
場
所
。

少
し
ず
つ
侵
食
が
進
み
、
弧
の
外
側
の
崖
が
崩
れ
て
き
て
い
る
。

落
ち
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
、
直
線
の
川
と
の
合
流
地
点
へ
。

林
を
抜
け
、
急
に
視
界
が
開
け
る
。
深
い
青
色
の
空
が
、
川
面
に

映
っ
て
輝
い
て
い
た
。
お
盆
が
過
ぎ
れ
ば
釧
路
の
夏
は
終
わ
る
。

空
は
も
う
秋
の
雲
だ
っ
た
。

国
内
唯
一・
最
後
の
坑
内
掘
り
炭
鉱

　

翌
朝
は
釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
へ
。

　

石
炭
も
炭
鉱
も
過
去
の
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
人

は
多
い
が
、
発
電
や
製
鉄
に
石
炭
は
不
可
欠
で
あ
り
、
日
本
は
現

在
で
も
世
界
一
の
石
炭
輸
入
国
で
あ
る
。
輸
入
に
頼
り
切
ら
ず
、

ま
た
炭
鉱
の
技
術
を
失
わ
な
い
た
め
に
、
閉
山
し
た
太
平
洋
炭
礦

の
あ
と
を
受
け
，
二
〇
〇
一
年
に
設
立
さ
れ
た
の
が
釧
路
コ
ー
ル

93年に釧路市でラムサール条約締約国会議が開かれたのを機に、地方の
立場で湿地保全の国際協力を進めるための活動拠点として、釧路市はじめ
関係市町村などにより95年「釧路国際ウェットランドセンター（KIWC）」が
設立された。KIWC研究員の斉藤さゆりさんに案内してもらい、釧路川の蛇
行復元現場を行く。

細岡展望台から見た釧路湿原。蛇行する釧路川が見事な地上絵を描く44

▲釧路川の蛇行復元
現場にて
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マ
イ
ン
で
あ
る
。

　

一
時
は
、
海
外
の
石
炭
に
比
べ
て
三
倍
近
い
価
格
差
が
あ
っ
た

国
産
の
石
炭
だ
が
、
海
外
炭
が
値
上
が
り
す
る
一
方
、
コ
ス
ト
削

減
が
進
み
、
現
在
は
そ
の
差
は
縮
ま
っ
て
い
る
。

　

今
や
国
内
唯
一
・
最
後
の
坑
内
掘
り
と
な
っ
た
こ
の
炭
鉱
は
、

釧
路
市
郊
外
の
沖
合
二
㎞
以
上
に
わ
た
っ
て
海
底
下
に
広
が
っ
て

お
り
、
傾
斜
が
緩
い
た
め
大
型
の
機
械
で
掘
削
が
可
能
だ
。
事
前

に
綿
密
な
地
質
調
査
を
し
、
で
き
る
だ
け
近
く
て
狭
い
範
囲
で
効

率
の
よ
い
採
掘
を
め
ざ
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
で
も
事
故
が
多
い

中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
の
研
修
生
を
受
け
入
れ
て
技
術
や
安
全
の
指
導

を
し
て
い
て
、
こ
の
日
も
ベ
ト
ナ
ム
の
研
修
生
が
出
発
前
の
安
全

確
認
の
点
呼
を
取
っ
て
い
た
。

　

保
安
生
産
部
長
の
市
原
さ
ん
の
先
導
で
、
作
業
服
に
安
全
靴
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
は
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
の
完
全
装
備
で
人
車
に
乗
り
込

む
。
傾
斜
し
た
ト
ン
ネ
ル
を
一
気
に
降
下
す
る
。「
海
岸
線
」
の

表
示
を
越
え
さ
ら
に
五
分
ほ
ど
下
り
、
そ
こ
か
ら
は
徒
歩
で
現
場

へ
向
か
う
。
海
面
下
約
二
二
〇
ｍ
。
冷
た
い
風
が
吹
い
て
く
る
。

大
抵
の
炭
坑
は
掘
り
進
む
ほ
ど
温
度
が
上
が
る
が
、
こ
こ
は
な
ぜ

か
昔
か
ら
涼
し
い
ら
し
い
。
真
冬
は
厳
し
い
寒
さ
に
な
る
。

　

鋼
枠
に
支
え
ら
れ
多
数
の
ケ
ー
ブ
ル
が
這
う
ト
ン
ネ
ル
を
ひ
た

す
ら
歩
く
。
上
り
坂
が
続
き
、
だ
ん
だ
ん
と
坑
道
も
狭
く
足
場
も

悪
く
な
る
の
で
、
息
が
上
が
る
。
機
械
類
は
す
べ
て
安
全
対
策
の

た
め
鉄
板
で
頑
丈
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
大
き
く
、
そ
の
分
坑
道

は
狭
い
。
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
の
明
か
り
だ
け
を
頼
り
に
よ
う
や
く
た

ど
り
着
い
た
掘
削
現
場
の
先
端
は
、
想
像
を
遙
か
に
超
え
る
迫
力

だ
っ
た
。

四
五
〇
〇
万
年
の
時
を
経
て
、
植
物
か
ら
石
炭
へ

　

暗
闇
の
中
に
、
漆
黒
の
岩
盤
が
光
っ
て
い
る
。
海
底
の
地
層

の
縞
模
様
が
、
巨
大
な
機
械
に
削
ら
れ
て
顕
わ
に
な
っ
て
い
た
。

四
五
〇
〇
万
年
の
時
を
経
て
、
湿
原
に
積
み
重
な
っ
た
泥
炭
層
が

こ
の
地
底
で
黒
い
石
炭
と
な
る
︱
︱
説
明
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
う

い
え
ば
石
炭
は
植
物
起
源
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
太
古
の

植
物
が
泥
炭
と
な
っ
て
湿
原
に
堆
積
し
、
の
ち
に
大
規
模
な
石
炭

層
に
な
る
の
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
途
方
も
な
い
時
間
を
か

け
て
生
み
出
さ
れ
た
資
源
を
、
大
勢
の
人
が
膨
大
な
労
力
を
か
け

て
着
実
に
掘
り
進
ん
で
い
た
。

　

地
上
に
戻
り
、
釧
路
港
の
貯
炭
場
へ
。
文
字
通
り
「
山
」
の
よ

う
に
石
炭
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
艶

が
あ
っ
て
軽
い
。
案
内
し
て
く
れ
た
釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
の
水
石

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
時
に
は
化
石
化
し
た
植
物
の
形
が
見
ら
れ
る
そ

う
だ
。
岸
壁
か
ら
船
に
積
ま
れ
、
全
国
へ
運
ば
れ
る
。
普
段
当
た

り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
電
力
や
鉄
の
源
と
な
る
石
炭
が
生
み

出
さ
れ
る
場
所
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
わ
た
し
の
人
生
に

と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
経
験
と
な
る
だ
ろ
う
。

生
物
多
様
性
の
宝
庫

　

環
境
省
の
釧
路
湿
原
自
然
保
護
官
事
務
所
へ
。自
然
保
護
官（
レ

ン
ジ
ャ
ー
）
の
竹
中
さ
ん
に
釧
路
湿
原
の
概
要
や
世
界
各
国
で
見

直
さ
れ
て
い
る
湿
原
の
重
要
性
を
解
説
し
て
も
ら
う
。
生
物
多
様

◀切羽（きりは）にて。
巨大なドラムカッター
が唸りを上げていた▼泥炭から石炭へ、４５００万年

前の地層が美しい縞模様を見
せていた。黒い部分が石炭だ

▶貯炭場ではブルドーザーが
活躍。石炭が熱を持たないよう
踏み固め、中の空気を抜いて
いるのだとか

▲坑内で使う資材を運搬する台車（トロッコ）
◀坑内に設けられた休憩所

釧路コールマイン。90年にわたる釧路の採炭の歴史に幕を下ろしてはならな
いと地元経済界が力を結集、太平洋炭礦から採炭事業を引き継ぎ、2001
年に設立。採炭量や社員数は1/3に縮小したが、「掘り出せ、釧路の海

そ こ

底ヂ
カラ」を合い言葉に、釧路市沖の海底の炭層で採炭を続ける、日本唯一の坑
内掘り炭鉱だ。市原義久さんの先導で、採炭現場に入らせてもらった。
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性
。
そ
の
言
葉
ど
お
り
、
湿
原
の
生
態
系
は
驚
く
ほ
ど
の
多
様
性

に
満
ち
て
い
る
。

　

事
務
所
が
置
か
れ
て
い
る
野
生
生
物
保
護
セ
ン
タ
ー
で
は
傷
つ

い
た
鳥
た
ち
の
保
護
も
行
っ
て
い
る
。
普
段
は
モ
ニ
タ
ー
で
し
か

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
鳥
舎
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
。
翼
を
伸
ば

す
と
二
ｍ
に
も
な
る
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
や
オ
ジ
ロ
ワ
シ
が
合
計
十
羽

以
上
い
る
。
獣
医
師
が
常
駐
し
、
傷
つ
い
た
鳥
の
治
療
や
リ
ハ
ビ

リ
を
経
て
、
可
能
な
も
の
は
自
然
に
帰
す
。

　

一
方
で
湿
原
本
来
の
生
態
系
を
維
持
す
る
た
め
に
、
外
来
種
で

あ
る
ウ
チ
ダ
ザ
リ
ガ
ニ
の
増
殖
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
、
罠
を

し
か
け
て
捕
獲
す
る
。
こ
れ
も
保
護
官
た
ち
の
仕
事
だ
そ
う
。

　

ミ
ズ
ナ
ラ
の
林
を
抜
け
て
温
根
内
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
へ
。
豊

か
な
大
自
然
に
見
え
る
森
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
が
一
度
伐
採
さ
れ
放

置
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
自
生
し
た
木
々
ら
し
い
。
確
か
に
大
木
は
少

な
い
。
自
然
の
状
態
に
近
づ
け
る
た
め
、
ど
の
く
ら
い
人
の
手
を

入
れ
る
か
試
行
錯
誤
し
つ
つ
、
自
然
の
状
態
に
近
づ
け
る
事
業
も

続
い
て
い
る
。

　

指
導
員
の
若
山
さ
ん
に
案
内
を
お
願
い
し
て
、
湿
原
を
通
る
木

道
を
歩
く
。
一
見
す
る
と
草
地
だ
が
、
水
を
含
ん
だ
湿
地
を
人
は

歩
け
な
い
。
そ
こ
で
貴
重
な
自
然
を
観
察
す
る
た
め
木
道
を
設
置

し
て
い
る
。
木
道
か
ら
両
側
を
見
る
と
、
確
か
に
ヨ
シ
や
ス
ゲ
の

根
元
に
は
水
が
溜
ま
っ
て
い
る
。
木
道
脇
の
水
た
ま
り
の
よ
う
な

ぽ
っ
か
り
空
い
た
と
こ
ろ
に
長
い
棒
を
差
し
込
む
と
、
二
ｍ
以
上

す
と
ん
と
入
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
「
ヤ
チ
マ
ナ
コ
」（
谷
地
眼
）

で
、
非
常
に
危
険
。

▶野外ゲージでリハビリ中のオジロ
ワシ。事故の原因は感電、交通事
故、鉛の銃弾が残ったシカ肉を食べ
たことによる鉛中毒などだとか

◀▲外来種のウチダザリガ
ニを捕獲。ニジマスの餌とし
て北米から輸入し摩周湖に
放流したものが増殖したそう
で、前日にしかけた罠には驚
くほどたくさんかかっていた。
ヨーロッパでは高級食材ら
しい

自然環境の保全整備や野生生物の保護管理を行う環境省 釧路湿原自然
保護官事務所で、自然保護官（レンジャー）の竹中康進さんに湿原の話を聞く

（写真右）。スポンジ状の泥炭層から成る釧路湿原では、シマフクロウやタン
チョウなど鳥類約170種、キタキツネやエゾシカなど哺乳類30種、イトウなど
魚類38種、氷河期からの生き残りのキタサンショウウオなど両生・は虫類9種、
トンボなど昆虫約1130種など多彩な生態系を確認している。

47「黒いダイヤ」石炭が山のように積み上げられた貯炭場。「掘り出した石炭に、化石化した植物の形が見えることもある」と、水石豊さん
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自
然
の
恵
み
を
享
受
し
て
生
き
る

　

湿
原
に
は
よ
り
水
分
の
多
い
ヨ
シ
・
ス
ゲ
湿
原
と
少
し
乾
燥
し

た
ミ
ズ
ゴ
ケ
湿
原
が
あ
る
。
木
道
の
先
で
ミ
ズ
ゴ
ケ
湿
原
に
出
た
。

植
物
の
背
丈
が
低
く
な
り
、
三
六
〇
度
、
見
渡
す
限
り
の
草
原
。

頭
上
に
は
空
だ
け
。
こ
ん
な
広
い
場
所
を
、
ほ
か
で
は
見
た
こ
と

が
な
い
。
吹
き
抜
け
る
風
と
鳥
の
声
だ
け
が
聞
こ
え
、
街
の
細
切

れ
の
時
間
で
は
な
い
、
永
遠
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
季
節

の
営
み
を
実
感
し
た
。

●

　

釧
路
湿
原
と
炭
鉱
は
、
何
千
年
、
何
万
年
と
積
み
重
な
っ
て

き
た
自
然
の
恵
み
を
享
受
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
で
き

る
場
所
だ
っ
た
。「
こ
の
湿
原
も
何
千
万
年
か
後
に
は
貴
重
な

石
炭
層
に
な
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」。
竹
中
さ
ん
が
笑
う
。

四
五
〇
〇
万
年
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
人
は
、
せ
め
て
百
年

二
百
年
、
い
や
千
年
先
の
未
来
を
考
え
て
、
目
の
前
の
自
然
に
接

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
思
い
を
抱
い
た
。

柴
崎　

友
香　
　

し
ば
さ
き　

と
も
か

一
九
七
三
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
大
阪
府
立
大
学
総
合
科
学
部
卒
。
機
械
メ
ー
カ
ー
勤
務
を
経

て
作
家
に
。
二
〇
〇
〇
年
の
デ
ビ
ュ
ー
作『
き
ょ
う
の
で
き
ご
と
』が
二
〇
〇
四
年
、行
定
勲
監
督

に
よ
っ
て
映
画
化
さ
れ
、話
題
に
な
る
。
〇
七
年『
そ
の
街
の
今
は
』で
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大

臣
新
人
賞
、織
田
作
之
助
賞
大
賞
、咲
く
や
こ
の
花
賞
受
賞
。
他
の
著
書『
主
題
歌
』『
青
空
感

傷
ツ
ア
ー
』『
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
』な
ど
。
街
に
、人
々
の
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
く
さ
ま
ざ
ま
な
瞬
間

を
、柔
ら
か
な
大
阪
弁
で
描
き
、共
感
を
集
め
て
い
る
。

http://shiba-to.com
/

▲ヤチマナコ。湿原にある落とし穴の
ような池。水たまりのように見えて、実
は2m以上。深いものでは4mもある

湿原内を歩いて、身近に生態を観察できる「温根内木道」。歩いていくと、
クサフジやドクゼリなど小さな可憐な花が咲いている。釧路湿原の植物は
約600種。どこを指してもすぐに毒の有無や名前の由来まで答えてくれる温
根内ビジターセンターの若山公一さん（写真右下）のおかげで、釧路の植物
を多く知ることができた。ヨシ・スゲ湿原を抜けると、大草原のようなミズゴケ
湿原が広がる。


