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春
に
な
る
と
緑
の
山
肌
に
、
鮮
や
か
な
ピ
ン

ク
の
点
が
浮
か
び
ま
す
。「
山
奥
に
地
元
の
人
に

あ
が
め
ら
れ
た
伝
説
の
桜
が
あ
る
」。
古
老
か
ら

往
事
の
話
を
聞
い
て
い
た
小こ

ば
や
し
　
し
ょ
う
ご

林
省
吾
さ
ん
（
赤

池
・
松
本
）、
以
前
か
ら
そ
の
存
在
が
気
に
な
り

つ
つ
も
、思
い
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
に
い
ま
し
た
。

　

遠
目
で
桜
を
確
認
で
き
て
も
、
山
の
谷
間
で

見
つ
け
出
す
に
は
そ
れ
な
り
の
準
備
と
時
間
が

必
要
で
す
。
気
が
付
け
ば
桜
は
散
り
、
ピ
ン
ク

の
点
が
消
え
て
し
ま
う
。
毎
年
そ
の
繰
り
返
し

で
、
思
い
は
募
る
ば
か
り
で
し
た
。
そ
ん
な
虎

尾
桜
の
物
語
が
始
ま
っ
た
の
は
、
今
か
ら
お
よ

そ
十
八
年
前
の
平
成
元
年
。
小
林
さ
ん
が
友
人

の
井い

の
う
え
　
た
か
お

上
孝
生
さ
ん
（
赤
池
・
桜
Ｎ
Ｔ
）
に
虎
尾

桜
の
話
を
持
ち
か
け
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　

井
上
さ
ん
は
早
速
、
妻
・
富と

み
え恵

さ
ん
と
道
な

き
道
を
登
っ
て
い
き
ま
す
。
何
度
か
失
敗
し
な

が
ら
も
、
う
っ
そ
う
と
し
た
や
ぶ
を
か
き
分
け
、

わ
ず
か
に
見
え
る
濃
い
ピ
ン
ク
を
頼
り
に
、
そ

の
方
向
へ
と
近
づ
い
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
あ
の
と
き
の
感
動
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。

杉
林
の
中
で
急
に
目
の
前
が
明
る
く
な
っ
て
、

桜
の
前
に
立
っ
た
と
き
、
思
わ
ず
声
を
上
げ
ま

し
た
よ
。
一
目
で
心
奪
わ
れ
た
と
い
う
感
じ
で
し

ょ
う
か
」
と
井
上
さ
ん
。

　

う
ね
る
よ
う
な
太
い
幹
か
ら
し
な
や
か
な
枝

が
伸
び
、
可
憐
な
緋ひ

い
ろ色

の
花
を
咲
か
せ
る
巨
大

な
桜
。
た
だ
見
上
げ
て
、
し
ば
ら
く
立
ち
つ
く

し
た
と
い
い
ま
す
。
後
日
、
小
林
さ
ん
と
井
上

さ
ん
は
、
登
山
道
か
ら
そ
れ
て
小
川
を
渡
り
、

二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
入
っ
た
谷
間
の
南
斜
面
に

虎
尾
桜
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
「
桜
の
様
子
が
ど
う
も
お
か
し
い
」。

　

翌
年
、
巨
桜
に
再
会
し
た
二
人
は
虎
尾
桜
の

異
変
に
気
づ
き
ま
す
。
幹
の
よ
う
に
大
き
な
三

本
の
枝
の
一
本
が
、
腐
食
し
て
落
ち
て
い
た
の
で

す
。
そ
こ
で
、
当
時
の
赤
池
町
文
化
連
盟
会
長
・

久く
は
ら
ひ
ろ
し

原
弘
さ
ん
に
相
談
。「
町
で
一
番
植
物
に
詳
し

い
か
ら
」
と
紹
介
さ
れ
た
の
が
、
熊く

ま
が
え
　
の
ぶ
た
か

谷
信
孝
さ

ん
（
上
野
・
下
小
路
）
で
し
た
。

　

地
元
上
野
出
身
の
熊
谷
さ
ん
は
、
か
つ
て
幼

い
こ
ろ
、
祖
父
に
連
れ
ら
れ
て
福
智
山
を
登
っ

た
と
き
に
虎
尾
桜
と
対
面
し
て
い
ま
し
た
。
ま

だ
植
林
が
な
い
当
時
、
桜
の
迫
力
に
圧
倒
さ
れ

た
記
憶
は
脳
裏
に
焼
き
付
い
た
ま
ま
。
そ
の
存

在
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
て
っ
き
り
「
山
桜
」

だ
と
思
っ
て
い
た
熊
谷
さ
ん
は
、
二
人
か
ら
手

渡
さ
れ
た
花
を
図
鑑
と
見
比
べ
て
息
を
の
み
ま

す
。
そ
の
花
は
紛
れ
も
な
く
、
県
内
で
も
珍
し

い
桜
と
さ
れ
る
エ
ド
ヒ
ガ
ン
の
も
の
で
し
た
。

　
「
あ
の
虎
尾
桜
が
…
」。

山
深
い
谷
で
、
人
知
れ
ず
咲
い
て
い
た
伝
説
の
桜
。

傷
つ
き
な
が
ら
も
鮮
烈
な
美
し
さ
を
放
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
巨
桜
に
出
会
っ
た
瞬
間
か
ら
、
物
語
は
始
ま
り
ま
し
た
。

眼
前
に
そ
び
え
る
伝
説
の
桜

　世話人会が平成６年に発見した
エドヒガンの一対。花の色が赤と
白であることから、源氏と平家の
旗の色にちなんで「源平桜」と命
名された。虎尾桜から徒歩40分、
500メートル離れたところにある。
史実では源氏が白で、平家が赤の
旗色だが「争いごとのない世であっ
て欲しい」との願いを込め、赤い
花の木に「源氏桜」、白い花の木に
「平家桜」と、色を取り替えた名が
付けられている。写真は源氏桜。

　

早
速
、
熊
谷
さ
ん
は
胸
を
躍
ら
せ
調
査
に
向

か
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
み
た
虎
尾
桜
の

姿
に
が
く
然
と
し
た
の
で
し
た
。

　

桜
は
本
来
、
陽
光
が
十
分
に
当
た
る
場
所
で

生
育
す
る
陽
樹
。
そ
れ
が
杉
林
に
日
光
を
さ
え

ぎ
ら
れ
、
湿
度
も
高
い
劣
悪
な
状
況
で
立
っ
て

い
た
の
で
す
。
幹
に
は
コ
ケ
や
シ
ダ
が
び
っ
し
り

と
こ
び
り
つ
き
、
根
元
は
腐
れ
が
進
み
、
今
に

も
枯こ

し死
し
そ
う
な
ほ
ど
弱
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
こ
れ
は
、
保も

た
ん
か
も
し
れ
ん
」。

　

触
れ
た
枝
が
ボ
ト
リ
と
落
ち
た
と
き
、
熊
谷

さ
ん
は
山
中
で
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
む
霊
木
を

前
に
、
驚
き
と
戸
惑
い
を
隠
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

枯
死
寸
前
の
エ
ド
ヒ
ガ
ン

   井上 孝生さん（赤池）
世話人会の前会長。発見当初か
ら虎尾桜の保護活動と周辺整備
に、自ら率先して携わっている。

   小林 省吾さん（赤池）
虎尾桜を心配する世話人会の発
起人。会では事務局長を務め、
ＰＲ活動も積極的に行っている。

   熊谷 信孝さん（上野）
世話人会の中で最も植物に詳し
く「貫・福智山地の自然と植物」
などの著書でも有名。同会会長。

←↑杉林の中で咲き誇っていた虎尾桜。花の美し
さに反し、根元では予想以上に腐れが進んでいた。

特集  桜 SAKURA　　第二章  一本桜の物語

↑福智山の中腹の谷間に顔をのぞかせる虎尾桜。開
花時に目を凝らせば、遠くからでも確認できる。

↑→周囲を杉林に囲まれた湿度の高い状況で、虎尾桜の幹
には多くのシダやコケが着生。幹と根の北側半分は高さ２
メートルまで腐食し、枯死した状態だった。幹の内部は最大
内径 80㎝が空洞化、生存部と枯死部の間には亀裂が入って
分離していた。２～３年で枯死しかねない危険な状況だった。


