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群馬県みなかみ町蔵原地区上ノ原

文編集部

ほ
ど
の
台
地
に
見
渡
す
か
ぎ

あ
ま
り
。
こ
こ
は

は
1
・ 

ほ
ど
に
な
る
だ
ろ
う
か
。 

周
校
野
き
は 
4
月
か
ら

5
月
こ
ろ

1

「上ノ原入金の森」の案内板と北山郁人吉ん� (右)、林

親男古ん(中).左の吉津拓也古んは今年蔵原に移住。� 

NPO法人奥利根水瀕地境ネットワ クの一員として北

山吉んと行動をともにしている

1
0
0
m

2
0
0
M

M

mw 
M

業
広
葉
樹
林
か
ら
な
る
。
い
ま
残
っ
て

こ
の
状
態
で
冬
を
越
し
、 

3
月、

紙

一
怖
は
か
つ
て
、
闘 
，
M

い
る
ス
ス
キ
草
原
は 

だ
が
、
上
ノ

U
MM

9
o
o
-
-

表
耐
が
闘
く
締
ま
っ
た
こ
ろ
に
そ
り
で

些
に
下
ろ
し
た
。
岡
田
準
的
な 

5
間 
(9 

り
ス
ス
キ
の
原
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ

の
而
積
は

カ
ヤ
場
と
し
て
藤
原
地
区
の
入
会
地
と

m
)
×
問
問 
(
凶 

)
の
家
の
屋
根
を

茸
く
の
に 
5
0
0
0束
程
度
の
カ
ヤ
が

必
要
だ
っ
た
。
単
純
計
算
で
、
-
制
の

家
の
出
根
茸
き
に
使
、
ヮ
ヵ
ヤ
場
の
岡
松

m

な
っ
て
お
り
、
秋
に
収
穫
し
た
ス
ス
キ

は
家
々
の
屋
棋
を
茸
く
カ
ヤ
は
も
ち
ろ

ん
、
炭
依
や
益
蚕
の
マ
プ
シ
、
雪
闘
い

な
ど
に
広
く
利
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

夏
に
刈
っ
た
ス
ス
キ
の
青
草
を
干
し
た

も
の
を
カ
ッ
ポ
シ 

(刈
り
干
し
)
と
い

っ
て
、
応
の
飼
料
・
数
料
に
し
た
。

カ
月
ほ
ど
か
け
て
行
な
っ
た
。
こ
れ
は

利
縦
川
は
み
な
か
み
町
藤
原
地
区
に

源
を
発
す
る
。
そ
の
支
流
の
水
泌
が
あ 

M

た
か

る
武
尊
山
か
ら
北
西
に
延
び
る
須
原
尾

相
恨
の
先
に

「上
ノ
原
」
と
い
う
台
地
が

い
り 

am
--

あ
る
。
そ
の

一
角
が
い
ま

「
人
会
の

森
」
と
名
付
け
ら
れ
、
地
元
住
民
の
協

力
の
も
と
、
利
根
川
下
流
域
の
市
民
団

ぜ
い
す
い

体

「森
林
塾
背
水
」
が
管
理
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
体
験
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

森
林
砲
背
水
現
地
事
務
局
の
北
山
郁

人
さ
ん
と

「藤
原
袋
内
人
ク
ラ
プ
」
の

林
税
見
さ
ん
に
梁
内
し
て
い
た
だ
い
た
。

カ
ヤ
刈
り
・
カ
ヤ
葺
き
は

み
ん
な
で
手
伝
っ
た

「人
会
の
森
」
は
ス
ス
キ
草
原
と
そ
の

北
側
に
続
く
ミ
ズ
ナ
ラ
を
主
と
し
た
務

新
潟
や
地
元
の
職
人
が
中
心
に
な
る
が
、

近
所
の
人
も
手
伝
う
。
と
く
に
最
初
に

古
い
屋
以
材
を
は
ず
す
「
脳
級
こ
ぼ

し
」
は
大
変
な
作
業
で
、
近
山
川
の
人
と

親
戚
が
煤
ま
み
れ
に
な
り
な
が
ら
手
伝

掛
川恨
の
カ
ヤ 

え
の
様
子
を
、
品
崎
原

H
A
H

っ
た
と
い
う
。

カ
ヤ
坊
を
維
持
す
る
た
め
に
毎
年
の

野
焼
き
も
重
要
な
作
業
だ
っ
た
。
地
表

に
た
ま

っ
た
桁
機
物
を
燃
や
し
、
樹
木

の
佼
入
を
抑
え
て
よ
い

ス
ス
キ
を
育
て

る
。
上
ノ
原
の
野
焼
き
は

「勾
聞
を
焼

く
」
と
い

っ
て
、
当
が
ま
だ
ら
に
融
け

た
4
月
下
旬
こ
ろ
行
な
わ
れ
た
。
そ
の

ほ
う
が
延
焼
の
恐
れ
が
少
な
い
か
ら
で

あ
る
。
上
ノ
原
は
火
山
灰
の
痩
せ
た
土

質
の
せ
い
か
、
株
分
か
れ
せ
ず
、
税
元

か
ら
ま

っ
す
ぐ
長
く
仲
び
た 

質
の
ス

t

ス
キ
が
と
れ
た
。

生
活
と
切
れ
た
カ
ヤ
場
の
行
く
末
は

こ
の
よ
う
な
カ
ヤ
場
と
む
ら
の
暮
ら

ち
か
お

の
旅
史
に
詳
し
い
林
親
男
さ
ん 

(
乃

歳
)
に
う
か
が
っ
た
。
カ
ヤ
替
え
は
却 

年
に

i
m

-
度
行
な
い
、
前
年
の
う
ち

に
組
長
に
申
し
出
て
お
く
。
口
明
け 

(刈
り
取
り
解
祭
日
)
は
川
月
末
。
組

長
の
窃
り
合
い
で
そ
の
年
の
け
明
け
の

日
が
決
ま

っ
た
。
刈
り
取
り
は
近
所
の

初
軒
ほ
ど
に
親
戚
が
加
わ
っ
て
総
出
で

行
な
っ
た
。
1
坪
分
の
カ
ヤ
を
束
ね
た

の
が 
1
点
。
そ
れ
を 
5
束
立
て
か
け
て
、

ま
と
め
て
く
く
り

つ
け
る
。
こ
れ
を

「
1
ポ
ッ
チ
」
と
い
い
、
ボ
グ
チ
の
状

m
i

H

態
で 

日 

税
度
乾
燥
さ
せ
る
。
干

し
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、
木
を
中
心
に

4
m

3
m

立
て
、
直
径 

高
さ 

科
皮
に
カ

ヤ
を
積
み
ヒ
げ
た

「
ニ
ウ
」
を
つ
く
る
。 

の
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地域資源だ 荒れ地のカヤ

みなかみ町藤原地区と

上ノ原の位置

喜平 日書

-前楓市

力ヤボッチ写輿提供 森林畠膏水

国土地理院U5000地形図「脱原� J r膝原湖� Jより、 「上/原 入金の森」の周辺。かつては氷上高原ゴルフ場、

水上高原スキー場とあるあたリまで上ノ原のカヤ場が広がっていた

し
の
深
い

つ
な
が
り
は
徐
々
に
薄
れ
て

い
っ
た
。
ま
ず
昭
和
初
期
に
カ
ラ
マ
ツ

の
大
規
模
な
植
林
が
行
な
わ
れ
、
草
地

が
半
減
し
た
。
さ
ら
に
肥
料
が
化
学
肥

料
に
世
き
換
わ
り
、
町
内
を
飼
わ
な
く
な

り
、
最
後
に
残
っ
た
応
酬世
立
き
も

1
9 

6
0
(附
利
お
)
年
こ
ろ
を
段
後
に
行

な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
入
会
地
と
し
て

の
伝
統
的
カ
ヤ
場
利
用
は
こ
こ
で
廃
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
カ
ラ 
7
7
林
も

1
9 

6
4年
の
台
風
で
大
被
官
に
あ

っ
た
。

カ
ヤ
場
は
カ
ヤ 

(
ス
ス
キ 
)
だ
け
で

な
く
多
く
の
副
産
物
を
生
み
だ
し
て
い

た
。
ハ
ギ
や
ク
ズ
は
家
事
の
飼
料
や
生

活
用
具
と
し
て
使
わ
れ
、
ク
ズ
や
ワ
ラ

ビ
の
線
か
ら
は
粉
が
と
れ
た
。
と
く
に

ワ
ラ
ピ
粉
は
糊
の
原
料
と
し
て
光
ら
れ
、

武
電
な
現
金
収
入
源
に
な

っ
て
い
た
。

野
焼
き
を
す
る
の
は
よ
い
ワ
ラ
ピ
を
と

る
た
め
で
も
あ
っ
た
。

ワ
ラ
ビ
根
を
掘
ら
な
く
な
っ
て
か
ら

も
山
菜
採
り
だ
け
は
続
く
。

1
9
6
5

年
こ
ろ
ま
で
、
上
ノ
以
の
カ
ヤ
場
で
は

ぷ
先
ワ
ラ
ビ
、
フ
キ
、
ゼ
ン
マ
イ
な
ど

の
山
菜
を
と
り
に
他
所
か
ら
く
る
人
か

ら
入
山
料
を
と
っ
て

「
入
山
証
・
青
物

採
取
券
」
を
発
行
し
て
い
た
。
そ
の
た

め、
 

um紋
茸
き
が
な
く
な

っ
て
も
、
こ

の
聞
は
野
焼
き
が
統
い
て
い
た
ら
し
い
。

こ
う
し
て
藤
原
の
人
た
ち
に
と

っ
て

価
値
が
な
く
な

っ
た
上
ノ
原
は

1
9
6 
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|上ノ原の変瓦� |

年代� 出来事

1883年(明治� 16年)� 官有地に編入。入金地としての利用は昔どおり。

1921年[大正� 10年)� 水上村に払い下げ� (国有林野不要存置� ). 1万� 5028円。

1927年(昭和2年)-1932年(昭和� 7年) )。県行造林(78haカラマツの植林� 

1943年(昭和� 18i手)乙ろ 農兵隊がジャガイモ、キクイモ牢どを栽培。� 

1945年(昭和� 20年)以降の責措雛時代 カヤ場の一部をカンノ(焼古畑� )に。� 

1947年(昭和� 22年)L:ろ 学校林としてカラマフ植林。「火防線(防火帯)切り� Jが学校行事に。� 

1950年(昭和� 25~)-1965 年(昭和 40 年) 外部から山葺摂取のため入山する者に対して「入山旺・青物採取券J (30-100円)を発行。� 

1956年(昭和� 34i手) カラマツ植林、台風� 15号で大被害。被害木� 420m2を206万� 500円で売却。

1960年 (昭和 35年)ころ 藤原地区最後のカヤによる屋根替えが行なわれる。カヤの伝統的入会利用が消滅する。� 

1965年(昭和� 40年)乙ろ 最後の野焼者。� 

1965年� (昭和� 40年) 大部分が国土計画� (のちのコク刊に売却される(町有地� 21haを除く)。� 

1986年(昭和� 61年) 水上高原ゴルフ場オプン。� 

2003年� (平成� 15年) 町有地� 21ha 水上町と森林塾青水が管理委託契約。� 

2004年[平成� 16年)� 40年ぶりの野焼き。

2008年(平成� 20年) 「茅刈り檎習会Jr茅刈りコンテストJ開催。

2012年(平成� 24年)� 第9回全国草原サミ� yト・シンポジウム� m みなかみ開催。� 

出典� I多面的価値のある草原を持続的に保全する仕組みの構軍� 報告書J(轟林塾曹水 平 成22年3月)を一部政編。

5
年
、
凶
武
グ
ル
ー
プ
の
開
発
業
者
で

あ
る
同
土
計
画
に
町
有
地
部
分
の
幻

加
を
除
い

て
売
却
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら

初
年
経
ち
、
パ
プ
ル
則
が
は
じ
ま

っ
た 

1
9
8
6年
、
水
上
高
原
ゴ
ル
フ
場
が

オ
ー
プ
ン
。
そ
の
後
経
営
主
体
は
変
わ

っ
た
が
、
上
ノ
原
の
大
半
は
ゴ
ル
フ
場

に
な
っ
て
い
る
。

都
市
住
民
も
参
加
す
る

新
し
い
入
金
地

ゴ
ル
フ
場
化
を
免
れ
た
わ
ず
か
な
カ

ヤ
場
跡
地
が
脚
光
を
浴
び
た
の
は 
2
0 

0
3年
の
こ
と
。
森
林
塾
背
水
と
水
上

町
(
当
時
)
が
こ
の
町
有
地
部
分
の
管

瑚
委
託
契
約
を
交
わ
し
た
の
で
あ
る
。

森
林
塾
背
水
は
「
飲
水
忠
源
」
を
基
本

精
神
に
、
利
根
川
必
源
流
域
で
森
林
保

全
の
前
動
に
取
り
組
み
、
勝
以
地
百
戸
丙

で
新
た
な
活
動
の
場
を
き
が
し
て
い
た
。

新
た
に

「入
会
の
森
」
と
名
づ
け
ら
れ

た
町
有
地
の
内
訳
は
カ
ヤ
場
だ
っ
た
ス

ス
キ
草
原
が 
U
M
、
そ
の
北
側
に
薪
炭

林
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
ミ
ズ
ナ
ラ

林
凶
加
が
広
が
る
。
放
置
さ
れ
た
ス
ス

キ
草
原
に
は
す
で
に
タ
ニ
ウ
ツ
ギ
や
シ

ラ
カ
バ
が
佼
入
し
、
森
林
化
が
進
ん
だ

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

森
林
塾
青
水
は
ま
ず
草
地
と
ミ
ズ
ナ

ラ
林
の
現
況
を
調
査
し
、
地
元
の
人
た

ち
に
上
ノ
原
の
利
用
の
歴
史
を
聞
き
取

っ
た
。
協
働
で
カ
ヤ
刈
り
や
侵
入
樹
木

の
除
去
作
業
を
は
じ
め
、 

2
0
0
4年

に
は
伺
年
ぶ
り
に
野
焼
き
を
復
旧
怖
さ
せ

た
。 

を
3
つ
の
ゾ 

ン
に
分
け
、

ー
ゾ 

ン
を 
3
年
に 
1
闘
焼
く
計
画
だ
。

「勺
問
を
焼
く
」
の
伝
統
通
り
、
同
ー
が

ま
だ
ら
に
残
る

4
月
下
旬
に
雪
で
防
火

帯
を
つ
く
り
、
そ
の
中
を
焼
く
。

カ
ヤ
刈
り
に
は
多
く
の
入
手
が
必
要

だ
。
森
林
塾
背
水
で
は

「茅
刈
り
講
習

会
」
を
実
施
し
、
人
集
め
を
し
て
い
る
。

受
講
者
は
地
元
の
人
か
ら
講
習
を
受
け
、

技
能
検
定
を
受
け
る
。
た
と
え
ば
中
級

の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
で
は

「 1
時
間
に
カ

ヤ
を 
3
ポ
ッ
チ
刈
り
、
き
ち
ん
と
束
ね

l H
M

l

残曹を防火帯にして野焼きを彊活

写真鍵供 森林盤情水



て
1
・
5
m
以
上
の
高
さ
の
ボ
ッ
チ
が

つ
く
れ
る
」
と
い
う
兵
合
。
到
達
皮
に

よ
っ
て
、
「
茅
刈
士
」「
茅
刈
上
心
待
」

な
ど
の
称
号
を
与
え
て
い
る
。

野
焼
き
や
カ
ヤ
刈
り
、
冬
の
雪
原
散

策
な
ど
イ
ベ
ン
ト
に
は
首
都
閤
な
ど
の

会
員
・
会
員
外
の
人
が
毎
回
関
名
程
度

参
加
す
る
。

1
年
間
に
集
め
る
カ
ヤ
は

約

3
0
0
0束
。

1
点
1
0
0円
程
度

で
、
中
之
条
町
で
伝
統
怨
築
の
修
理
保

存
を
手
が
け
る
川
田
工
業
が
良
い
上
げ

る
。
藤
原
地
区
内
の
茅
葺
き
建
築
で
あ

る
裳
越
家
住
宅 

(国
指
定
重
要
有
形
民

俗
文
化
財
)
や
諏
訪
神
相
の
歌
舞
伎
舞

煉
蒸
カ
ヤ
在
高
値
で
販
売
す
る
氷

ノ
山
カ
ヤ
組
合

(剖
ベ

l
ジ
)
が
カ

l
場
も
、

っ
て
い
た
財
産
区
の
山
。
昭
和
初
年

一
部
を
、
ス
キ
場
を
管
理
す
る
会

む
ら
最
後
の
茅
葺
き
屋
根
が
な
く
な

っ
た
昭
和
の
終
わ
り
ご
ろ
を
最
後
に

や
め
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。

し
か
し
2
m
も
の
ス
ス
キ
が
あ
っ

て
は
ス
キ
場
も
困
る
の
で
、
職
員

が
毎
年
シ
ー
ズ
ン
前
に
ス
ス
キ
を
刈

り
倒
し
て
い
た
。
そ
の
お
か
げ
で
カ

ヤ
場
と
し
て
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た

後
も
ス
ス
キ
草
原
は
維
持
さ
れ
、
ス

ム
ー
ズ
に
カ
ヤ
販
売
を
始
め
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
。

組
合
の
代
表
の
森
岡
芳
明
さ
ん
に

カ
ヤ
場
だ
っ
た
こ
ろ
の
話
を
聞
い
た
。

そ
う

「
秋
の
カ
ヤ
刈
り
は
集
落
総
出
の
総

ご
と事

で
し
た
。
一
軒
か
ら
最
低
一
人
は

出
て
行
っ
て
い

っ
せ
い
に
刈
っ
た
ん

で
す
。
刈
っ
た
カ
ヤ
は
束
ね
て
集
落

に
持
ち
帰
っ
た
ら
、
冬
の
間
は
各
家

の
軒
下
に
並
べ
て
雪
固
い
に
し
て
ま

し
た
。
こ
こ
は

2
m
も
3
m
も
雪
が

積
も
り
ま
す
か
ら
。
春
に
立
っ
た
ら

屋
根
を
補
修
す
る
家
に
ど
さ
っ
と
持

っ
て
い
っ
て
屋
根
に
上
げ
ま
し
た
。

屋
根
の
職
人
な
ん
て
の
は
い
な
か
っ

務
局
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、

「
み
な
か

区
の
古
民
家
を
再
生
し
て
住
む
。

み
町
体
験
旅
行
」
に
勤
務
し
、
学
生
旅

藤
原
の
人
び
と
の
生
活
か
ら
切
れ
て

行
の
企
画
や
受
け
入
れ
な
ど
に
携
わ

っ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
上
ノ
原
周
辺
で
の

自
然
観
察
や
体
験
も
重
要
な
メ
ニ

ュ
ー

と
な

っ
て
い
る
。
北
山
さ
ん
は
藤
原
地

担

ス
キ 

場
も
昔
は
む
ら
の
カ
ヤ
場
だ
っ
た

背
水
は
カ
ヤ
場
や
ミ
ズ
ナ
ラ
林
内
の
木

|

|
鳥
取
県
若
桜
町
・
務
米
財
産
区
の
場
合

ん

ヤ
刈
り
を
し
て
い
る
ス
キ

も
と
も
と
む
ら
の
カ
ヤ
場
と
し
て
使

代
こ
ろ
の
開
発
事
業
で
、
財
産
区
の

S

社
や
町
に
貸
し
た
。
そ
の
後
も
カ
ヤ

刈
り
や
野
焼
き
は
続
け
て
い
た
が
、

l

台
の
カ
ヤ
替
え
の
と
き
に
は
棋
愉
で
提

供
し
て
い
る
。

野
焼
き
、
カ
ヤ
刈
り
が
復
活
し
た
ス

ス
キ
草
原
に
は
オ
ミ
ナ
エ

シ
や
オ
カ
ト

ラ
ノ
オ
、
ト
リ
ア
シ
シ
ョ
ウ

マ
、
ミ
ツ

パ
ヒ
ヨ
ド
リ
、
オ
オ
ウ
パ
ユ
リ
と
い
っ

た
草
原
性
槌
物
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
セ
セ
リ
チ

ョ
ウ
類
や
ア
サ
ギ
マ
ダ

ラ
な
ど
が
飛
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

町
で
は
条
例
在
)の
指
定
地
域
に
し
て
、

昆
虫
な
ど
を
保
護
し
て
い
る
。
森
林
塾 

し
ま

っ
た
カ
ヤ
場
が
、
都
市
の
人
を
含

ん
だ

「入
会
地
」
と
し
て
再
生
し
、
新

し
い
観
光
の
形
と
若
い
人
の
仕
事
も
生

み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま場
道 

(か
つ
て
新
炭
の
積
み
出
し
に
使

わ
れ
た
道
)
の
捻
備
や
散
策
、
自
然
観

察
会
も
行
な
っ
て
い
る
。

l

藤
原
地
区
は
民
宿
や
ペ
ン
シ
ョ

ン
な

ど
の
観
光
を
産
業
の
柱
と
し
て
き
た
が
、

目
当
て
の
ス
キ 

客
は
パ
プ
ル
則
に
比

べ
て
大
き
く
落
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
う

し
た
な
か
林
親
男
さ
ん
た
ち
は

「藤
原

因
図
空
間
博
物
館
」
構
想
の
延
長
と
し

て
、
ペ
ン
シ

ョ
ン
の
経
営
者
ら
白
人
で

「藤
原
案
内
人
ク
ラ
ブ
」
を
つ
く
り
、

森
林
塾
背
水
と
連
携
し
て
集
務
と
集
務

を
結
ぶ
古
道
を
整
備
し
た
り
、
藤
原
の

歴
史
・
文
化
を
伝
え
る
活
動
を
し
て
い

る
。一

方
、
北
山
郁
人
さ
ん 

(伺
歳
)
は

森
林
塾
背
水
の
会
員
と
し
て
の
活
動
を

き
っ
か
け
に

5
年
前
に
み
な
か
み
町
に

移
住
し
、
現
在
は
塾
頭
と
し
て
現
地
事

た
と
思
い
ま
す
よ
。
む
ら
み
ん
な
で

や
っ
て
ま
し
た
ね
」

カ
ヤ
場
の
周
り
に
は
ミ
ツ
マ
タ
や

ヤ
ナ
ギ
の
林
が
あ
り
、
紙
や
柳
行
李

の
原
料
と
し
て
販
売
。
胞
団
地
の
少
な

い
山
村
の
財
産
区
は
現
金
収
入
を
得

る
た
め
の
大
切
な
場
所
で
も
あ
っ
た
。 

「茅刈り講習会� J。地慢の人にカヤボッチの束ね方

を教わる受講生たち 写真i聞共 森林艶育水

e主)み草かみ町自然環境及び生物多繍性を守

リ育てるため昆虫等の保穫を推進する条例� 
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'

J
，
、

ス
キ
の
カ
ヤ
場
は
集
結
附
か
ら
少

し
離
れ
た
山
に
あ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
が
、
ヨ
シ
の
カ
ヤ
場 

ヨ
シ
岡
山

は
水
路
や
た
め
池
、
河
川
敷
な
ど
の
水

u

辺
に
あ
っ
た
。
し
か
し
水
辺
は
国
の
所

l
m
h
1
0
0
0

有
地
で
あ
る
こ
と
も
多
く
、
布
名
な
波

H

良
瀬
遊
水
地

(
お
ベ 

ジ
)
や
北
上
川

下
流
な
ど
の
ヨ
シ
原
は
、
近
隣
集
落
が

共
同
で
「
行
理
機
」
だ
け
を
持
っ
て
い

る
よ
う
だ
。
ヨ
シ
は
此
固
か
ら
、
自
給
用

(
屋
根
や
飼
料
、
肥
料
な
ど
)
だ
け
で

な
く
尚
品
作
物
と
し
て
も
賀
市
山
だ
っ
た
。

近
議
地
方
抜
大
の
ヨ
シ
群
泌
が
あ
る

琵
琶
湖
の
内
湖
・
川
の
湖
の
ヨ
シ
原
は
、

す
べ
て
が
私
有
地
だ
。
こ
こ
で
は
ヨ
シ

原
は
良
地
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
で

「ヨ

巳

シ
地
」
と
呼
ば
れ
る
。

か
つ
て
、
地
主
は
良
質
な
ヨ
シ
が
と

れ
る
よ
う
旬
存
自
分
の
ヨ
シ
地
を
焼
き
、

入
札
で
ヨ
シ
を
刈
る
椀
利
を
光
っ
た
。

そ
の
価
格
は
最
盛
期
で

万
円
に
も
な
っ
た
と
い
う
。
ヨ
シ
を
刈

り
取
り
、
庫
川
恨 

出
や
ヨ
シ
ズ
屋
な
ど
に

販
売
す
る
の
は
別
の
家
の
仕
事
で
あ
る
。

ヨ
シ
刈
り
の
際
に
は
、

「刈
り
子
」
と

し
て
地
元
の
出
家
が
た
く
さ
ん
日
服
用
さ

れ
、
-
束
い
く
ら
の
歩
合
制
で
冬
場
の

収
入
を
得
て
い
た
。
ヨ
シ
地
は
個
人
の

も
の
で
も
、
ヨ
シ
の
恩
恵
は
地
域
全
体

に
行
き
渡
っ
て

い
た
よ
う
だ
。 

l

附
和
川
明
年
代
に
な
る
と
中
凶
産
ヨ
シ

や
ヨ
シ
ズ
の
輸
入
噌
加
で
需
要
が
滅
り
、

産
業
と
し
て
は
紛
小
し
た
が
、
い
ま
だ

に
こ
こ
は
近
江
ヨ
シ
の
産
地
と
し
て
存

在
感
を
持
っ
て
い
る
。 

1
9
9
3年
に

は
ラ
ム
サ 

ル
条
約
出
地
と
な
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手
を
借

り
な
が
ら
、
地
域
主
体
の
符
理
が
絞
け

ら
れ
て
い
る
。

畑出

文・編集部琵琶湖のヨシ原

L望
琵琶湖


商の湖


犬津市

ヨシ戸(夏障子)
ヨシ戸など建具に使う細くて固い


ヨシは貴重品 写真=高木あつ子
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地域資源だ荒れ地の力ヤ

書のヨシ。� 1月頃に襲が枯れ落ちて華が一本立ちする
写真提供=真田帽子、以下も� 

ヨシ焼き

時期は3月下旬

ヨシ刈り
西の湖には現在109haのヨシ群落


が晶る。� f刈り子」は刈り取りの


機械化が進んだことなどで、歩合


制ではなく日当に立ったが、今も


農家の冬の仕事。安土町で約� 25
 

haほどを刈り取る茅葺き蟻者「箆" 
皆Jでは、� 3カ月でのべ600人を

雇用するそうだ� 

ヨシ灯り展
2007年から「ヨシの利用を広げてヨシ

群落を守ろう」と関係する自治体やヨシ

業者が中心となってはじめた。毎年� 9月

下旬の土日で開催し、今年でB回目。酋

の湖沿岸の「よしきりの池J一帯には、

地元の小学生や老人ウラブなどが製作し

たオブジェ400点ほどが展示される。小

学校では総合学習の時間でヨシの歴史や

文化について学んでいる
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