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福
島
・
群
馬
・
新
潟
の
3
県
に
ま
た
が
る
本
州
最

大
の
湿
原
、
日
光
国
立
公
園
・
尾
瀬
。
高
山
植
物
の

宝
庫
と
し
て
も
有
名
な
こ
の
地
が
、
ダ
ム
の
湖
底

に
沈
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
、
知
っ
て
い
ま
す
か
。

日
本
の
自
然
保
護
運
動
は
尾
瀬
か
ら
始
ま
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
草
分
け
的
な
存
在
と

し
て
知
ら
れ
る
の
が
、
日
本
山
岳
会
設
立
者
の
一

人
で
も
あ
る
武
田
久
吉
理
学
博
士
で
す
。
尾
瀬
、

さ
ら
に
は
吾
妻
の
自
然
と
の
か
か
わ
り
も
深
か
っ

た
博
士
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
た
。

明
治
23
年（
１
８
９
０
）に
檜
枝
岐
村
の
平
野
長
蔵

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
尾
瀬
。
明
治
39
年
、
日
本
山
岳
会

機
関
誌
創
刊
号
に
武
田
久
吉
博
士
が
発
表
し
た
紀
行

文
に
は
、「
こ
の
世
の
物
と
は
思
わ
れ
ず
」
と
地
形
や
そ

の
素
晴
ら
し
さ
が
細
か
に
記
さ
れ
、
一
躍
そ
の
名
が
全

国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
訪
れ

た
人
が
湿
原
内
に
入
り
裸
地
化
が
進
み
、
自
然
破
壊
を

も
招
い
た
と
痛
感
し
た
博
士
は
、
の
ち
に
「
尾
瀬
を
世

に
紹
介
し
た
の
は
、
間
違
い
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」

と
語
っ
た
と
い
い
ま
す
。

明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
幾
度
と
な

く
尾
瀬
に
水
力
発
電
計
画
が
持
ち
上
が
り
ま
す
。
そ

し
て
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
な
意
見
を
掲
げ
て
い
た

平
野
長
蔵
と
武
田
博
士
と
の
出
会
い
か
ら
、
尾
瀬
を
守

ろ
う
と
い
う
自
然
保
護
運
動
が
発
展
し
て
い
き
ま
し

た
。世

論
が
電
源
開
発
に
傾
き
つ
つ
あ
っ
た
昭
和
24
年
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
で
唱
歌
「
夏
の
思
い
出
」
が
流
れ
、
尾

瀬
を
訪
れ
る
人
の
数
が
増
え
始
め
ま
す
。
同
時
に
自

然
保
護
へ
の
関
心
も
高
ま
り
、
武
田
博
士
ら
42
人
が
尾

瀬
保
存
期
成
同
盟
を
結
成
し
、
本
格
的
な
活
動
を
始
め

た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
し
た
。
一
方
、
文
部
省
は
尾
瀬
ケ

原
総
合
学
術
調
査
団
に
よ
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果

尾
瀬
は
、昭
和
28
年
に
は
国
立
公
園
特
別
保
護
地
区
に
、

昭
和
35
年
に
は
国
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。

博
士
は
ま
た
吾
妻
の
自
然
と
も
か
か
わ
り
が
深
く
、

昭
和
11
年（
１
９
３
６
）に
営
林
局
の
依
頼
で
吾
妻
・
安

達
太
良
・
磐
梯
山
一
帯
の
植
物
調
査
を
行
い
「
吾
妻
火

山
群
の
植
物
景
観
」
を
刊
行
、
吾
妻
に
関
す
る
初
め
て

自
然
保
護
に
力
を
尽
く
し
た
理
学
博
士

武
田
久
吉
と
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の
学
術
的
調
査
の
発
表
と
し
て
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
24
年
に
は
国
立
公
園
審
議
員
と
し
て
再
び
吾
妻

を
調
査
し
、
山
小
屋
の
日
記
に
「
吾
妻
火
山
群
の
美
し

さ
は
そ
の
森
林
に
あ
る
と
思
う
」
と
書
き
残
し
て
い
ま

す
。
吾
妻
・
安
達
太
良
・
磐
梯
は
そ
の
翌
年
、
磐
梯
朝

日
国
立
公
園
と
し
て
指
定
さ
れ
、
福
島
・
新
潟
・
山
形

の
３
県
に
ま
た
が
る
全
国
第
２
の
面
積
を
誇
る
国
立

公
園
が
誕
生
。
名
実
と
も
に
福
島
を
代
表
す
る
観
光

地
と
し
て
の
歩
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。

登
山
道
や
木
道
が
整
備
さ
れ
、
手
軽
に
楽
し
め
る
よ

う
に
な
っ
た
尾
瀬
と
、
天
然
記
念
物
の
県
花
・
ネ
モ
ト

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
自
生
地
を
有
す
る
吾
妻
。
本
県
が
誇

る
か
け
が
え
の
な
い
自
然
に
は
武
田
博
士
の
自
然
を

愛
す
る
熱
い
思
い
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

参
考
文
献
／「
尾
瀬
１
０
０
年
ー
登
山
と
自
然
保
護
ー
」
宮
澤
邦
一
郎

日
本
山
岳
会
福
島
支
部
創
立
50
周
年
記
念
誌
「
や
ま
な
み
」

と
言
っ
て
い
た

山
に
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
で
行
っ
た

際
、
先
生
が
ド

ア
に
手
を
挟
ん

だ
ま
ま
飛
ん
で

い
た
こ
と
が
あ

っ
た
ん
で
す
。

気
づ
か
な
か
っ
た
私
の
落
ち
度
に
な
る
と
思
っ
た
か

ら
か
、
そ
の
と
き
着
く
ま
で
何
も
言
わ
な
か
っ
た
ん
で

す
よ
。
そ
の
気
遣
い
と
我
慢
強
さ
に
は
、
頭
が
下
が
る

思
い
で
す
。

先
生
は
尾
瀬
に
開
発
の
手
が
及
び
、
世
界
的
に
貴
重

な
植
物
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
心
を
痛
め
、
昔
の
姿

の
ま
ま
残
し
た
い
と
ず
っ
と
お
考
え
で
し
た
。
私
自

身
、
長
蔵
小
屋
の
３
代
目
平
野
長
靖
さ
ん
と
一
緒
に
尾

瀬
の
自
然
保
護
運
動
を
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
、
先
生

は
い
つ
も
私
た
ち
を
励
ま
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
何
と
か
お
名
前
を
尾

瀬
に
残
し
た
い
と
思
い
、
檜
枝
岐
村
に
遺
品
な
ど
を
提

供
し
「
武
田
文
庫
」
を
作
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の

ご
縁
で
、
先
生
の
メ
モ
リ
ア
ル
ホ
ー
ル
建
設
に
あ
た
り

ぜ
ひ
も
っ
と
資
料
を
提
供
し
て
ほ
し
い
と
の
話
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
遺
族
の
方
や
日
本
山
岳
会
に
も
協
力

を
お
願
い
し
て
実
現
で
き
た
わ
け
で
す
。
よ
う
や
く

責
任
が
果
た
せ
た
よ
う
な
気
持
ち
で
い
ま
す
。（
談
話
）

県の協会が発足したのは昭和 46 年

（1971）で、現在の会員数は210人です。

私は田島町の出身で、中学生のころ尾瀬

を訪れて以来、尾瀬保護財団評議員、県

尾瀬保護指導員などを務めた関係で、今

でも年数回尾瀬を訪れています。

尾瀬保護財団の発足や尾瀬サミットの

開催など、尾瀬の保護に関して人々の関

心は高まっていますが、まだまだ理解し

ている人は少ないのが現状です。そのた

め保護指導員の養成などにも力を入れて

います。また尾瀬だけでなく、裏磐梯や

吾妻などの自然保護活動も行っており、

裏磐梯地域を対象とする緑のダイヤモン

ド計画への参加や、隣接する山形県と共

同での保護活動など、私たちの活動の領

域も広がりつつあります。

福島県の自然保護活動について
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武
田
久
吉
略
歴

明
治
16
年（
１
８
８
３
）イ
ギ
リ
ス
公
使
ア
ー
ネ
ス
ト
・

サ
ト
ウ
を
父
に
東
京
で
生
ま
れ
る
。
登
山
家
で
も
あ
っ

た
父
の
影
響
で
幼
い
こ
ろ
か
ら
山
に
親
し
み
、
植
物
研

究
を
主
な
目
的
と
し
て
多
く
の
山
を
訪
れ
た
。
明
治
38

年
に
小
島
烏
水
ら
と
日
本
山
岳
会
を
設
立
、
高
山
植
物

の
分
類
と
分
布
の
研
究
を
続
け
る
か
た
わ
ら
自
然
保
護

に
力
を
尽
く
す
。
昭
和
47
年（
１
９
７
２
）89
歳
で
死
去
。

尾
瀬
を
抱
く
檜
枝
岐
村
に
昨
年
、
ミ
ニ
尾
瀬
公

園
と
と
も
に
「
武
田
久
吉
メ
モ
リ
ア
ル
ホ
ー
ル
」
が

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
そ
の
建
設
に
あ
た
っ
て
貴

重
な
資
料
を
提
供
す
る
な
ど
力
を
尽
く
さ
れ
た
の

が
、
武
田
博
士
晩
年
の
尾
瀬
行
に
随
伴
し
て
い
た

土
橋
進
一
さ
ん（
７０
歳
・
山
梨
県
牧
丘
町
在
住
）で

す
。
土
橋
さ
ん
に
博
士
の
素
顔
を
振
り
返
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

私
は
カ
メ
ラ
と
尾
瀬
が
好
き
と
い
う
だ
け
で
、
山
岳

に
も
植
物
に
も
門
外
漢
な
の
で
す
が
、
昭
和
40
年
ご
ろ

か
ら
尾
瀬
に
あ
る
長
蔵
小
屋
の
平
野
長
英
さ
ん
を
介

し
て
直
接
武
田
先
生
に
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
プ
ロ
に
対
し
て
は
厳
し
い
方
で
し
た
が
、
私

に
は
と
て
も
優
し
い
方
だ
っ
た
と
い
う
印
象
が
強
い

で
す
ね
。
亡
く
な
る
数
年
前
、
先
生
が
ぜ
ひ
行
き
た
い

武田久吉博士（前列右）、平野長英氏
（前列左）、土橋進一さん（後列）

吾妻小富士
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尾瀬


