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3． 山地の 景観
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3．1　 日本人の山

　 3．1．1　 日本 の 空間文化 の特徴

　凱旋門や サ ン ピ エ トロ 大聖堂，ビ ッ グペ ソ な ど西欧の

都市 に は たい て い 印象深 い 建物 が あ り，そ れ ら を中心 と

して 古 く，美 しい あ る い は立派な街並 が広 が っ て い る 。

対 して 日本は，ス ク ラ ヅ プア ン ドビル ドを繰 り返 し，様

々 な様式 の ， しか も安 っ ぽい 建物が 雑然 と並 ぶ 街並 で ，

そ の差は内か らは 識者 の 自嘲，外か らは 軽い 蔑視 ととも

に よ く語 られ る 。

　確 か に 現象的 に は そ の とお りだ が，筆者は 日本人 と し

て 多少自己弁護的に彼我の 相違 を次 の よ う に解説 して い

る。すなわち，「神
一

人間
一

自然」 とい うヒ エ ラル キ
ー

が 明確な西 欧 キ リス ト教文化 で は ， 人は神か ら 自然の コ

ン トロ
ー

ル を任 さ れ て い る 。 そ の 結果，一
見両極端に 見

え て そ の 実 ，人 間 に よ る 自然 の コ ン トロ ー
ル とい う意味

で は同根 の ，徹底 した 自然保護と徹底 した 開発 とが 行 わ

れ る 。 後者 は，人間の 営為 として の 建物 や道路 に よ っ て

自然す な わ ち 大地 を埋 め尽 くし征服す る とい う形で 起 こ

る。自分 達 の 存在 の証 で ある 人工物こ そ が 街や 地域の 個

性 とな り，造 る街並 や構 造物 が 大 き く美 し く立 派 で あ れ

ば あ る ほ ど神意 に かなう。神は 永遠 の 生命を持 つ ゆ え ，

それ らは 同時 に耐 久性 に優れ，不 変 で なけ れば な らず，

永続性 の 実証 で ある 古い もの ほ ど評 価 され る。また，自

分 た ち の 神 が唯
一

正 しい とい う
一

神教 で あ るか ら，他 の

文化 の 真似 を して 作 り変 え る とい う こ と も しな い。

　対 して 「神 ・人間 ・自然」 が同列の 日本 で は ，人 が し

ばしば神 に なる の と同様 ， 自然 は しば しば神 で ある。そ

こ で は ， 人 間の 営為を自然，つ ま り地形 に う ま く収め る

こ と が 理 想 で あ る。人 為 と 自然 の
一

体化 を 目指 す の で あ

っ て ，

一
体化 され た 地形 こ そ が 地 域 個性 で あ り，建物 な

どの 人工 物 自体は そ れ ほ ど重要で は な い 。また，生命は

循環す る もの で あり，形あ る もの は い ず れ 無 くな る。で

あ る か ら，形あ る建物に 固執す る こ とも無 い し，古い も

の を殊更に 珍重する こ とも無い
。 む しろ，新 しい もの に

こ そ冬 か ら立 ち上 が る春の よ うな力が ある と見 る文 化 で

あ り，新 し くする こ とをい とわ な い
。 変え る こ とが前提

ゆ え ，こ とさ らに 立派 に造 る とい うこ と も しな い 。 ま た，

他 の 神 も尊重す る 多神教で あ るか ら，変え る際様 々 な他

の 文化 を受 け 入 れ る。その 結果，冒頭 の 「ス ク ラ ッ プア

ソ ドビ ル ドを繰返 し ， 様 々 な様式 の安 っ ぽ い 建物が 雑然

と立 ち 並 ぶ 」 こ と とな るの で あ る 。

　 っ ま り，人工物が重要 で，それに 不変性 と美 とを 求め
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る文化 と，地 形 と 良好 な 関係 を作 る こ とが重要 で ，人工

物は仮の もの とい う文化 との 違 い な の で あ る。

　付言 す る と，日 本 で 以上の よ うな 自国の 文化に 対す る

自覚が乏 しい の は ，「自分達 の もの の 見方が 唯
一

正 しい 」

とする西欧の
一

神教の 価値観を，「自分達 の もの の 見 方

同様，相手の もの の 見方 も正 しい か も しれ な い 」 とす る

多神教文化 が受 け 入 れ やす く，影響 を受 け や す い こ とに

よ る。さ ら に ，一
神教 が言葉，つ ま り論理の 文化 で ある

の に対 し ， 日本の儀礼，行為，形の 文化 （頭 を垂 れ る こ

とが寺社参拝 の 中心で ， 意味の取れ な い お経を黙 っ て 聞

き，宗教行為 と 自覚 しない まま大勢 の 善男善女 が 初詣に

押 し寄 せ る，とい っ た）は 言 葉で 自分 を語れない た め，

説得力 あ る西 欧
一

神教 の 言葉 に 太 刀 打 ち で きな い ゆ えな

の で あ る。「国土の 中心 は 人 間 の つ くる 街 で ，街 は 立 派

な建物で し っ か り構成 し，安易 に作 り変え て は な ら な

い 」 とい う西欧 の 価値観で 自分達 の 街を見れば ，日本 は

良 くな い ，間 違 っ て い る ，とい う結論 に達す る の は ご く

ご く自然 な の で あ る 。 本 来，日本の 空間は 日本 の 空 間文

化の 言葉で語 らねばな らない は ず で は な い か 。

　 3．1，2　日本の 山

　 で は，日本の 空間文化 は，どん な地 形 （本稿 で は山を

扱 う） を重 視 し，どの よ う に地形 と人為 との
一

体化 を行

な お うと して きた の だ ろ うか 。 以下 ，文 化的特徴が最 も

よ く見 られ る農村を 中心 に解説する。

　 日本を代表す る 山 とい え ば，富士，槍
・
穂高，大雪，

鳥海 とい っ た高山 大嶽を思 い 浮 か べ る に違 い な い
。 しか

し，登 っ て 楽 し く感銘 を受 け る高山 大嶽が 特段 に 評価さ

れ る よ うに な っ た の は，明治以降 ヨ
ーロ ッ パ ア ル ピ ニ ズ

ム の 影響，つ ま りこ れ も 「西 欧 の 山 の 見方 」 に よる と こ

ろ が大 きい
。

　 も と も との 日 本 で は，高山 だ け で な く，集落の 近 くに

あ っ て 田 や集落か ら山姿 よ く 目立 つ 山 もた い へ ん 重要で

あ っ た。なぜ な ら ， 山は神の 住 む場 で あ る か ら，田 や集

落か ら 見 え る 山 が近 くに あ る とい う こ とは，神 が近 くに

い て 生産や 生 活 の 場 を見守 っ て くれ て い る とい うこ とに
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か も な 　 び や ま

ほ か な らな い か らで あ る e
，こ の よ うな 山 は，神南備山，

み く ま り や ま 　　　は 　や ま　　 ひ 　よ　 　 　 　 　 　 　 　 　 oやま

水分山，端山 ， 日和 山 な ど人間 が地 形 に 与 え る 意味に よ

っ て い くつ かの タ イプ に分 け る こ と も出来 る1）が，い ず

れ も里 近 くに あ っ て神 の 宿 る 山 とい う共通 の 特徴で く く
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ と か み や ま

れ る の で ，こ こ で は そ れ ら全 体を里神山 （近里宿神山）

と呼 ん で お くが，こ れ こ そ が伝統文化的に 極め て 重要な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ と や ま

日本の 山なの で あ る 。 な お，里 山 と い う用語は，奥 山 に

対す る相対的位置概念 で あ っ て ， 山姿な ど景観の 特徴を
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示 す もの で は な く，使 い 分 け た い 。

　 こ の 里 神 山 の 特徴 の 「山 姿 よ く 日立 つ 」 と い うの は ，

集落や田 とい う視点 か らの 構図が よ い （そ の よ うな 山 を

「構図 山 」 とい う）と い うこ とで あ っ て，大きな山の 尾

根 の
一

部 で あ る こ と も しば しば あ り，必 ず しも地 形図 上

で そ れ と判 る よ うな 構造的な山 （「構造山」 と い う）で

ある必要はない
。 高さや 大 き さ も問題 に な らず，低 くて

構 わ ない 。「山で あ る よりも山の よ うに 見 え る」 こ とが

大事 な の で あ る。

　そ して，山 姿 よ く 目立 つ た め に は，視点で あ る 集落や

田 や道 と，当該山 との 間に 邪魔な もの が な く，両 者の 関

係が空間 の 中で し っ かりと結ばれ て い なけ れ ば な らな い
。

つ ま り，里 神山 は ，集落や 田 とい っ た人間の 営為 との ，

空間の 中で の 秩序 だ っ た 位置関係 が 大事な の で あ っ て ，

高 さ や大 き さは さ ほ ど重 要で は な い。例 え ば 盛 り上 が り

がわず か 1m で あ っ て も ， よ く 目立 つ 田の 中の 微高地

などは，里神山 と同様の 意味 を獲得 し， 樹木が植え られ，

小祠 が置 か れ，丁 寧 に 取 り扱われて きた。それ らは 現在

で も鎮守の 森 と して 目 に す る こ とが で き る。た だ し，く

どい よ うだ が 念 を 押す と，1m の 微高地 す べ て が そ うな

るわけ で は な く，あ くま で 人 間の 営為や 周 辺 地 形 と の 関

係が重要 な の で ある。こ れは，人間 との 関係 を問わ ず ，

そ の もの の 構造を 重視す る西 欧 の 山の 見方 と全 く異な っ

て い る。

　 さ て ，「人 間 の 営 為 との 位置関 係 の 良好 な 山 が 重要 」

とい うこ とは，どの 地形を重視す るか とい う人 間の地 形

選択だ け で な く，地 形 に接す る際の 人間の 営為，つ まり

土地利用や地形改変の あ り方，人工 物の 形 な どを も里 神

山 が 規 定 す る こ とを 意味 す る。例 え ば，あ る 地形 が 形姿

よい 里神山 に 見 え る位置 に 「集落 を設 け た り」，ま た 例

え ば，い つ で も意識出来 る ように里神山に 向か っ て 「道

を付け た り」，ま た 例 えば ， 里 神山が 阻害さ れ な い よ う

に そ の 前 に は不 用 意 に小屋な ど立 ち 上 が る もの を 「置 か

ず 」，ま た例 え ば，後背 の 里 神 山 と
一

体 的 に 見 え る よ う

に絶妙な 位置 ・大きさ に 「社殿 を建 て る」 と い っ た よ う

に で あ る 。 実 は ， こ の よ うな関係付 け の 作業の 丁 寧な積

重ね に よ っ て，里神山と空間秩序 を地域 の 人 々 が作 っ て

きた の で あ る 。 日 本 を代表す る 山 で あ る里神山は初めか

らあ っ た わ け で は な く，そ れ ぞ れ の 地 域 の 何 代 に もわ た

る長 い 営為 の 末 に 出来た，日本人 の 歴 史文化遺産 で あ り，

地域の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ーな の で あ る2）

。

　3．1．3 開発 に際して配慮すべ きこ と

　以上 の よ うな B 本 の 山 を守るた め の 留意点 を 二 つ だ け，

も は や蛇 足 とは 思 うが 最後に 付 け 加 え て お きた い 。

（1） 小丘 ，微高地 で あ っ て も地 域 の ア イ デン テ ィ テ ィ
ー

を形成 して い る場合が多 い の で，安易に それらをつ ぶ し

て は な らな い 。ま た，つ ぶ さ ず と も，山裾を切 る，擁壁

を立 て る とい っ た こ とだ け で そ の 山 は簡単 に 神性 を失 っ

て しま うの で ， 取扱 い は 慎重 を要 す る。小さ い ，低 い と

い うこ とは壊れやすい ，壊 しやす く傷付 け や す い とい う

こ とで あ るの で，よ く よ く気 を つ けて ほ しい 。社祠さえ

残 せ ぱ 良い と思うの は ，人 工物偏重 の 西 欧文化の 影響 に
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よる，た い へ ん な誤 解で あ る。

  　地 域 に と っ て 大 事な の は，山 そ の も の よ り も，集落

や農 地 ， 道路 な どか らの 構図，見 え の 関係 で あ る。あ る

い は，それ らや他の 地 形 との位置関係で あ る 。
つ ま り空

間秩序だ が，こ れは，地形 に 手 を付 け ず と も，集落 と地

形 との 間 に 建物 を 建 て る だ け で壊 れ る。地 形の 後背 に 高

い 構造物を 立 て て も壊れ る し，あ る い は，道 路 に街 路 樹

を 植 え た だ け で も壊れ る こ とが あ る など，た い へ ん脆弱

で あ る。「関係」 は ， 地形 と違 っ て形 と して存在 しな い 。

そ の た め，きめ 細 か く地域を見て い ない と理解 で きな い。

理 解 し，把握 して い な け れ ば 当然 気 付 か ぬ ま ま に壊 して

しま う こ と とな る
。 そ の壊 れ や す さ は，形 を持 つ 地 形 の

比 で はない 。心 した い と こ ろ で あ る 。

3．2　山地の 景観保全

3．2，1 山地 に お け る景観整備 の あ り方

（堀　 　繁）

　景観は，前述 の よ うに，眺め る 対象 と人 との 関連 か ら

だけで はなく，対象の 属す る空間 の 地 形 や⊥ 地 利用 の特

徴か ら も捉 え る こ とがで きる。こ こ で は ， 日本 の 国土 の

約 7 割 を 占め て い る 山 地 に お け る 景観整備 の あ り方を

述べ て み た い
。

　山地は，自然度が 高 く， 山 ・湖 ・渓谷 な ど優れ た 自然

景観が 数多 く存在 し，原則 と して 開発 よ りは 保全が 優先

され る 地域 で あ る。した が っ て，構造物 の 計画
・
設計

・

施 工 に お い て は，常 に，自然景観や 生態系 な ど 自然環境

に 十分配慮 す る必要 が ある 。

　 山地 に お け る 自然景観 は，その 場所 の 地 形 や 生 息す る

動植物 が 作 り出す生 態系に よ っ て 構成 され て お り，地形

や 生態系を 保全す る こ と自体が，景観 の 保全 に つ な が る。

さ らに ，自然 景 観 を構成す る景観要素は，自然条件や 人

為的な影響をうけ て ，様 々 な 特微や組 み 合 わ せ が あ るが ，

各景観要素 が単体 で 成 り立 っ て い るわけ で はな く，それ

ぞれが 相互 に 関連 して一
つ の 自然 景観 が成 立 して い る。

た と えば ，地 形 の 改変は，動植物 に 大 きな 影響 を与え る

し，そ の 動植物 も，食物連 鎖 に代表 さ れ る よ うに有機的

に 結び っ い て 生態系を形成 して い るた め に ，部分的な 影

響 が 全体 に波及 しや す い 。 した が っ て，計画 ・設計に お

い て は ，一
つ の 景観要素，あ るい は景観 の 問題 の み を取

り出 して 検討す るの で は な く，総合的な自然環境保全を

視野 に 入 れ て 行 う必要 が あ る。

　 こ う した 観点 か らす る と，山地 に お け る構造物 の 計画

　設計 で は，構造物 自体 が主 役 とな る橋梁な どの 場 合を

除 くと，自然環境 に大 き な変化を与え な い こ と，つ ま り

自然景観の 保全 が 基 本原則 で あ る 。 よ っ て，計 画 段 階 で

は ， 対象地 の 自然環境を十分調査 して 特性 を 把握 す る と

と もに，構造物 の 位置変更の 可能性や 工事範囲の 縮小 な

ど，自然環境 に与 え る構造物 の 影響 を 回避
・
軽減 す る こ

と を十分検討 しな け れ ば な らな い 。ま た，設計段階 で は，

構 造 物 に要 求 され る 機能を 満た しつ つ ，自然 景観 に 溶 け

込 み 目立 た な い 景観デザイ ン や 自然景観 と調和 して 違和

感の な い 景観デザ イン が 求め られ る 。
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　 3．2．2　森林へ の 配慮

　 日本 は，モ ン ス
ー

ン 気候 の も とに あ る湿潤地 帯に属 し，

自然状態で あ れ ば，一
部の 高山 地 帯を除い て 森林が 成立

す る環境 に あ る。そ の た めに ，森林景観は，山 地 に お け

る 中心 的 な 自然 景 観 で あ り，気候 ・地形な どの 自然条件

や 人 との かかわ りに よ っ て ，多種多様な森林が 見 られ る。

な お ， 世 界 的 に 見れ ば ，陸地に お け る森林の 占める割合

は，わず か 27％ で あ り，森林景観は ，日本 を 代表す る

景観の
一

つ と言 え る。した が っ て ，山地の 景観 を考 え る

に 当た っ て は，森林へ の 配 慮が 必 要 で あ る。

　森林は，単に，地 形 の上 に 乗 っ た樹木の 集ま りで は な

く，そ こ に 生息す る動植物 や 上壌な どに よ り構成され る

陸上最大 の 生態系 で あ り，地形 と一体 とな っ た森林空 間

を 形成 して い る。ま た，利 用 す る人 間 側 か ら見 る と，森

林は，木材 を 生産 す る経済的な 機能の ほ か に，土 砂 流 出

を抑 え る 防災機能や景観の 保全 機能など多面的な機能 を

持 っ て お り （表
一3．1，3，2），我 々 は ， 古くか ら，こ う

した 公益的機能の 恩恵 を受 け て きて い る。そ の ため，景

観保全 に お い て も，公 益的機能を維持 す る観点か ら，森

林の 取扱 い を 考 え て い か な け れ ば な らな い 。

　森林の持つ 景観上 の 特微は，階層 の あ る テ ク ス チ ャ ア

を持っ こ とで あ る 。 近景で は葉が，中景で は枝むらが，

遠景で は樹冠が テ ク ス チ ャ アを構成 して，森林を眺め る

表
一3，1 森林の 持つ 多面的 な機能

経済 的機 能 （私的 な生産資源 として の機能）

　● 木材
・林産物生産機能

公益 的機能 （公 的な 環境
・
文化 資源 と して の機能 ）

　●防災機能 （表面 侵食防止，表層崩壊防止 ，な だ れ 防止 な ど）

　●水源か ん養機能 （洪水緩和，渇水緩和，水質保全）

　●保健 ・文化機能 （景観 の 保全．レク リエ
ー

シ ョ ン
・
環境教育 の場 ）

　●生活環境保 全機 能 （防風
・
防潮，微気候 の緩和，騒音防止な ど）

　●生物多様性維持機能 （野生生物の 生息空間，遺伝子資源の 保全）

　●地 球環境保 全機能 （二 酸 化炭素吸収源 ）

表一3，2 公益的機能 か らみ た森林 と構造物 の 特性

区　分 森　　林 構　造　物

機 能 面 低 い

（ま と ま る こ と に よ って 効

果が 大 きい ）

多面 的な 機能を 合わ せ持 っ

て い る

高い

機能 は限定 されてい る

影響範 囲 面的 で あ る 局所的で あ る

コ ス 　ト
一

般 に 安い 高い

恒 久 性 生態系を形成 し恒続性があ る

（自己 保存の 能力 を持 っ ）
耐用年数が 限 ら れ る

メ ソ テ ナ ン ス コ ス トがか かる

表
一3．3　森林 の持 つ 景観上の 特徴

色
　　　　　匸
彩 テ クス チ ャ ア

（肌理 ・明 暗 形区　分
明　 　度 色相

・
彩度 の パ ターン ）

森　　林 明度 は低 い 有彩色の 集合
体

あ り
（階層 の あ る テ ク

な い

（地 とな る）

四季の変化 が
ス チ ャ ア）

あ る 微妙な 変化 に富む

彩度は 低い
（大 きさ

・形）

構 造 物 施 工直後 の 明 無彩色
一
般には な し ある

（コ ン ク 度 は高い （平滑） （図 となる ）

リ
ー

ト）年を経る に従
って 低下 す る

September ，2001
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写真一3，1 環 境 との調 和 を め ざ した 治山 ダム （群馬 県あ

　　　　　 ず さ沢）。シ ン プル な重 力 式コ ソ ク リ
ー

トダ

　　 　　　 ム が主 体で あ る 治山 ダム の 無表 情 さ を解 消す

　　 　　　 る た め に，形 を 洗練 させ る こ とに よ り周囲の

　　　　　 森林 と調和を めざ した景 観 デザ イ ン を試 みて

　　 　　　 い る。

距離 が変わ っ て も各階層 の テ ク ス チ ャ ア が 効果 を発揮 し

て，味わ い の ある 豊か な表情を 与 え て い る （表
一3．3）。

こ れ に 対 して ， 白 くて 平滑な コ ン ク リート構造物な どは，

明らか に対照的な存在 で あ り，こ う した 構造物 が森林景

観 に 挿入 さ れ る と，周 囲 か ら浮 きあが っ て 見 え て ，違和

感が生 じや すく，テ クス チ ャ ア の 付与 や 明度 を 落 とす対

策な どを考え な くて は な らな い （写真一3．1）。
こ の よ う

に，構造物 の 景観デザイン で は ， 景観 上 の 特徴 をふま え

て お く必 要 が あ る 。

　3．2，3 景観デザイン の 留意事項

　 こ こ で は，自然 景観 にお け る景観デザ イ ン の 特徴的な

課題 に つ い て 述べ る
3）

。

（1） 自然材料 の 利用

　自然景観 と調和 を図 る方法 と して，構造物の 材料 に 石

材な どの 自然材料 を採用す る こ とが あ る が，現地 に あ る

写 真一3．2 庭 園風の 砂防施設 （広 島県宮島岩石 公園）。

　 　　　　 　 広 島県宮 島紅葉 谷川 で は ，室戸 台風 に よ り

　 　　　　 発生 した 土石流 災害地 に，流 出 して きた 岩石

　　　　　 を 利用 して ，伝 統的 な庭 園風 の 防砂 ダム や流

　　　　　 路工 が 造 られ て い る 。
こ の 日本三 景 と して名

　　　　　 高 い 景勝地 の 工 事に あ た っ て は ，現 地 に あ る

　　　　　 花 崗岩の 転石 を割 らず に そ の ま ま 利用 し，他

　 　　　　 の 地 域か ら運 び入 れない こ とを コ ン セ プ トの

　　　　　 柱 と して ，自然景観 と調和 した 石 造 りの 砂防

　 　　　　 施 設 が 設 置 され ，岩石 公 園 と して 整 備 された

　　　　　 （表
一3．4）。
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表一3．4 岩石公 園築 造趣意書
4）

1，巨石，大小の 石材は絶対 に傷つ け ず，ま た ，割 らない 。野面の ま
　 ま使用 す る。
2，樹木は切 らない 。
3．コ ン ク リートの 面 は 眼 に ふ れ な い よ うに 野面石で 包む。
4，石材は他地 方よ り運 び入れな い。現地 に ある もの を使用する。
5，庭園師 に仕 事を して もらう。い わゆる 石屋 さん も，の み や 金槌 は

　 使用 しない。

写真一3．3 フ ラン ス 式の流路工 （長野県 牛伏川）。
　　　　　 長野 県 牛伏川 で は，大正 7年，流域 か らの

　 　 　 　 　土 砂 流 出を 抑 え る た め に ，フ ラ ン ス の サ ニ エ

　 　 　 　 　ル 渓谷 で造 られた もの を参 考 に，石造 りの 流

　 　 　 　 路工 が 建 設 された。ほ とん どが コ ソ ク リ
ー

ト

　 　 　 　 　を使 わ な い 空石 積み の 構 造 物で は あ る が，て

　　　　　い ねい に作 ら れ て い る た め に 現在 で も壊 れ て

　　　　　お らず，丸み を お び た 形，流 水 の 美 さ，年月

　 　 　 　 　を経 た 石 材 の 味 わ い な ど に よ り，周囲 に 浸入

　　　　　して きた森 林 と調和 した景 観 を形作 っ て い る。

写真一3．4　整備 さ れた ブナ林 （新 潟県松 之 山町 美 人 林）。
　　　　　 新潟県松 之 山町に あ る美人 林は，樹 齢70年

　　　　　ほ どの ブナ 林で ある が，地 元有志 の 手 に よ っ

　　　　　て 林床植生 や 枯 れ 枝の 除去 等が 行 わ れ，ブナ

　　　　　の樹 形 を見渡 しなが ら容 易 に 林 内 を散 策 す る

　　　　　空 間が 整備 され てお り，パ ードウ ォ ッ チ ン グ

　　　　　や森林浴 の ポ イソ トと して 知 られ て い る。

材料 を使う こ とが 原則で あ る。現地 と異 な っ た 石 材 を持

ち 込 む と，材質 や 大 き さの 違い か ら不 自然 さ が 生 じ ， 景

観の 質 を 低 下 さ せ る こ とに な る。ま た，石 材採取の た め

に ， 異 な っ た 場所 で 自然破壊が 進行す る危険性 もあ り，

大量の 石材 を持ち込 む工 事は，こ う した 観点 か ら も，避

け た ほ うが望 ましい （写真
一3．2）。

  　自然 の変化 へ の 対 応

　自然 環境 の な か に 置か れ る構造物や周辺 の 景観は，日

50

常的な メ ン テナ ン ス が 行 わ れ な い こ とが 原則 で あ る た め，

自然の 影 響 を強 く受 け て 時 間 と共 に 変化 し，構造物 自体

が 苔む した り汚れた り，周囲の 樹木 が 大 き くな る な ど，

人為的に 操作で きな い 変化 が生 じる 。 その ため に，構造

物の 景観デ ザ イ ソ だ け で は 完結 しな い 側面があ り，時間

的変化 に耐 え，自然 に 溶 け 込 む構 造 物 を模索す る 必 要 が

あ る （写真一3．3）。

（3） 森林景観の 演出

　森林内に 設置す る構造物 の 景観デザイン に お い て は，

構造物 の 意匠的なデザイソ だけを考 え る の で は な く，周

辺 に あ る森 林 自体 を整 備 す る こ とに よ り，好 ま しい 森林

景観 を演出す る こ と も考 え て い きた い （写真
一3．4）。

  　自然環境へ 配慮した植栽

　自然度の 高い 地域 に おい て 植栽を考 え る場合 は，気象

・土地的条件 に適応す る樹種 を選定 す る こ と が 原則 で あ

るが，現存植生 の 種 の 保全 を考 え る と，自然環境 の 秩序

を 乱す 恐 れ の あ る外来種や 園芸品種 の 使用は，で きる だ

け 慎み た い 。

（5） 安易な擬岩 の利用

　 コ ン ク リ
ート構造物 に 用 い られ て い る擬岩型 枠 な どに

よ る表面処理 は ，単 に テ ク ス チ ャ ア を 付与するだ けで は

な く， 「自然物 の 岩 に似 せ た い 」 との 意 図 がある 。 しか

し，豊 か な自然の 中で，偽物 とわ か っ て し ま うもの を用

い る こ とは，見 る人 に 決 して 良い 印象を与 えな い こ とか

ら，安易に 擬岩 を採用 す る こ とは 避 け な け れ ば な らな い 。

　3．2．4　自然の尊重

　山地 で は，都市化などの 人為的 な 圧力を強く受け て い

る平野 部 と比 べ て，豊 か な 生 態系 や 美 しい 景観を持つ 自

然環境 が維持されて い る が，こ う した 自然 環 境 は一
度破

壊 され る と，人 為 的 に 同 質の もの を 再生 す る こ とは極 め

て 困難 で あ る。した が っ て ，山地 の 景観 に お い て は ，

「自然 の尊重」 を常に頭 に お き な が ら ， 景観整備 を進め

て い き た い。

3．3　森林景観の復元

　 3．3．1 もう
一

つ の 景観保全

　豊かな森林 を もつ 日本 に お い て も ， 過去 に おい て は，

人為的な 森林破壊 に よ り大規模な荒廃地が出 現 し，自然

に 成立 す る森林景観 とは 異 な っ た 荒 涼 と した 荒廃地景観

が 各 地 に見 られ た。こ う した 荒廃地 は，雨 水 に よ る侵食

量 が 大 きく，多量 の 土砂 を 流出 さ せ て （表一3．5， 写真

一3．5），人 々 の 生命 ・
財産 を脅 か す とともに，そ れ を眺

め る 人 に 心理的威圧感
・
圧迫感 を 与 え て き た （表

一

3．6）。そ の た め ，国土 保 全 の 見地 か ら森林 を再生 す る試

み が，古 くか ら行 わ れ て お り，多 くの荒廃地 が森林へ 復

元 さ れ て きた （写真一3．6， 3．7）。

　 こ うした 破壊された 森林を再生す る事業 は，主 と して

国や地方公共団体 の 手 で 行わ れ て きた が，景観保全の面

か ら見 れ ば，そ れ 自体 が，森林景観の 保全 事業 とい え る 。

こ こ で は，安定 した 森林の復元 ・創出 を 目的 と して行わ

れ て きた 山腹緑化工 法 に つ い て ， 山腹緑化工 法 の原型 と

な っ た 「積苗工 」 を例 に と っ て紹介 した い
。
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表
一3．5 地被別 に よ る侵食土 量 の 違い （川 口 武雄，

1951 ）

地被別 荒廃地 裸 　地 　 　 農耕地 草地
・
林地

年侵食土量

　 （mm ）
102〜101101 〜10°　 100〜10

−110 ‘．1〜10
−2

写真
一3．5 昭和20年代の 足 尾荒廃地 に お け る 土砂流 出

6）。
　 　 　 　 　 　栃木 県足尾銅 山周辺の 森林 は，燃料用 の 森

　 　 　 　 　林 伐採 ・山 火事 に よ る消失 に 加 え て ，精錬所

　　　　　か ら排 出 さ れ る亜硫 酸 ガ ス に よ る 煙 害 が森林

　　　　　を破壊 し，昭和 2 年に は，裸地 化 した 荒廃地

　 　 　 　 　 は 24km2 に及 び，そ の 流出土 砂は 下 流に大 き

　 　 　 　 　 な 被害を 与 え た．

表
一3，6　森 林破壊 に お け る 変化

森林破壊
の 段階

防　災　面 水 源かん養面 環　境　面

樹木の 伐採 ・豪雨時に 表層崩壊 樹木 等か らの 蒸発 森林 生態 系・森林
消失 を起 こ しやす くな 散量 が少な くな る 景観 に 影響を及ぼ

（第 1段階） り，表面侵食が進 の で ，流出量は増 す か，回復は可能
む 。 加する 。 で ある 。

森林土壌の 消 表層崩 壊
・
表面侵 洪 水 流量 が 増大 森林 生態系の 回 復

失 食 が進 行 した結果 し，低水流量が 減 は 困難で ，荒廃地

（第 2 段階） （はげ山化），多量 少 す る （水 無川 の 景観が 出現す る 。
の 土 砂 が 流 出 す 形成 ）。
る。

　3．3．2　明治期の は げ 山緑化 と積苗工

　近 畿 ・中 国地 方で は，中世 か ら木材や燃料 を採取す る

目的で 乱伐 が繰 り返 され た上 に，徳川幕府 か ら明治新政

府へ の 政権交代期 に森林 の 無秩序な 伐採な どが 進ん だ こ

とか ら ， 明治初期には，風化 に より侵食を受 け や す い 花

崗岩地帯を中心 に はげ 山が形成 され ， 土 砂 の 流出は おび

た だ しか っ た。こ の た め，下流域で は，河床 が上 が り，

洪水が頻繁 に 発生 して 災害 を 引 き起 こ す と と もに，当時

の 主 要 な 交 通 手 段 で あ っ た 舟運 も妨 げ られ る こ とが 多か

っ た。

　明 治政府 は，河川
・
港湾技術 の 指導の た め に，オ ラン

ダ人 の お 雇技師集 団 を 招 聘 した が，そ の
一

人で あ る ヨ ハ

ネ ス ・デ ・レ
ー

ケ （Johanes　de　Rijke）は ，淀 川 な どの

水源山地を 調査 し，山 地 か らの 土砂流出を防 ぐた め に ，

森林保護の 必要性を説 き ， は げ 山 とな っ て い る 山地斜面

　　　　　 植裁木
＼

　 　 　 　 わ ら

乎牽

，懇 h ら・肥料

芝殯苗工

　 締固め たナ砂

わ ら積苗 工

写 真一3，6 足尾荒廃地 の 状況　写真
一3．7　足尾荒廃地 の 状況

　　　　　 （施工 前）6）　　　　　　　　 （施 工 後 ）
6〕

　 足 尾銅 山周辺の 荒廃地 は，昭和31年 か ら本格 的な山腹緑

　化工 事が 始 ま り，現在，約 半分が緑化 され ，森 林化 した 施

工 地 で は，ニ ホ ン カ モ シ カ や猛禽類 な どの 野生動物も確認

　され て い る．

図一3．1 檳苗 工 （つ み な え こ う）の 模式 図

の 緑化 を す すめ る山 腹緑化工 事 と土砂流出防止を 図 る堰

堤工 事を約30年間に わ た っ て 指導 した。

　 そ れ 以 前の 森林保護 は，伐採禁止 な どソ フ ト的 な 対 応

が 中心 で ，組織的か つ 積極的 な 山腹緑化工 事 が 始ま っ た

の は，デ
・

レ
ー

ケ らが技術指導を した明治時代 に入 っ て

か らで あ る 。

　 こ うした 工 事の 展開 に先駆 け て，デ ・レ
ー

ケ は，明治

8年 に京都府 の 木 津川 支 流 不 動 川 流 域 で，日本 の 在来工

法や ヨ
ーロ

ッ
パ の 工 法 を 参考 と して ， 石積堰堤や 土 堰堤

を含む 16種類 の 山腹緑化工 法を試験的 に 施工 して い る。

こ の な か で，は げ 山の 緑化 に大 きな効果 を あ げ た の は，

京都府の 技術者 で あ っ た 市川義方 が考案 した とさ れ る積

苗工 で あ る （図
一3，1）。

　 こ の 工 法は，土壌条件が悪 く堅地盤 の はげ山 に，等高

線に そ っ て，植栽木の 成 育場 所 を つ くる と と も に，雨 水

を分散 させて ，斜面 の 侵食を防 ぐこ とを目的 として い る。

具 体 的 には，斜 面 を水 平 に切 り取 っ て 階 段 を 設 け て （幅

0．4〜1．Om ），階段 上 に 土 砂 を締固 め な が ら，切芝 を 敷

き込 ん だ り表面 に 貼 り付け て，土 砂 部分 に 苗 木 を植栽す

る もの で あ る （芝積苗工）。 土 砂部分 に は，植栽木の た

めに，肥 料や 水分を保持す る わらな どを 土中 に埋 め込ん

だ。主 な 材料 で あ る切 芝は ，自生 して い る もの を草地 か

ら切 り出 して使用 した が，現地採取で き る切芝 が少 な い

場合は 「わ ら」な どで 代用 した り （わ ら積苗工 〉， 石 積

み で 替 えた りした （石筋工 ）。また ，斜面上の 土砂を処

　　　　　　　　　 理 す る た め に，連続的に 積み重 ね た

　　 りす る こ と も行われ た （段積苗工 ）。

　　 な お，植栽木は ，厳 しい 環境 に も生

　　 育 が可能 な マ ッ 類
・
ヤ シ ャ ブシ類な

　　 どが使われて い る。

　　　 積苗工 の 特徴 は，  斜面安定 の た

石槙工 　　　　　　 め の 構造物 と して は 小 型で 弱 い が，

　　　　　　　　　 斜面全体 に高密度 に 設 置す る こ とに
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写真
一3・8 積苗工 に 使う切芝の　　　　　写 真一3．9 積苗工 の 施工 状況 7）

　　　　　 現 地 採取η

より
一

定の 効果を得て い る こ と，  すべ て が現地採取の 　　　　　　表一3・7

自然材料で 作られ て い る こ と，  植栽を前提 として ，生

育に 必 要な土 ・水分 ・肥料 を確保 して い る こ とな どで あ

る 。

　 こ の 積苗 工 は，近畿
・
中国地方の は げ 山 に お け る森林

復元に おい て，多 くの 成功をおさめた こ とか ら ， 山腹緑

化工 法の 中心 的 な工 法 とな り，改良 され な が ら各地 で長

期 に わ た っ て 使用されて きた （写真
一3．8，3，9）。現在

で は ， 材料 や 熟練した 労働者の 不 足 の た め に，積苗工 自

体 の施工 例は減少 した が，明治期以降，積苗工 を もと に

して，同様の 効果を もた らす柵工 ，筋工 な ど，新 しい 山

腹緑化工 法 が 開発 ・普及 さ れ，森林復元の た め の 手法 と

して確 立 さ れ て い る 8〕
。

　 3．3，3 山腹緑化工 法 の維持管理

　森林土壌まで破壊さ れ た 荒廃 地 で は，山腹緑化工 法に

よ り森林 が 再生され て も，土 地的条件の 違 い の た めに ，

周 囲 の 森林 とは質的 に 異 な る森 林 とな っ て お り，安 定 し

た森林 に移行す る た め に は ， さらに 100年単位の 長 い 年

月 が必 要 で あ る 。 安定 した 森林 は，森林の持つ 公益的な

機能 が 高度 に発揮 さ れ る と と もに，多少の 損傷 を うけ て

も 自然 に 回 復す る 自己保存の 能力を 持 っ て い る。した が

っ て ， 山腹緑化工 法 の 施工 後 ， 単木の 状態 に あ っ た植栽

木が成長 して，樹冠が重 な っ た森林の 状態 に なっ た と し

て も ， 引き続き適正 な維持管理 を 実施 して ， 森林の質的

な向上を図 っ て い く必要があ る。

　特 に，生 育 条 件 が悪 く面 積 が広 い 施 工 地 ほ ど，植栽 樹

種 が 限 られ る 上 に 自然侵入 す る 植生も少な い た め に ，単

一
樹種 の み が 生 育 す る

一
斉林とな る場 合 が 多 く （写真

一

3．10），密度調整 の伐採 に よ る 自然侵 入 促進や追加植栽

に よ る樹種転換 な どに よ っ て ，多様性を持 っ た森林 へ 誘

導 しな け れ ば な らな い。

　こ の よ うに，維持管理 ま で 含 め た 山 腹緑化工 法 は，自

然 の 推移 に 任せ な が ら も ， 人 間 が 手 を貸す こ とに よ り，

より安定 した植生 へ と移行する植生遷移の 流れを，人為

的に 早 め て行く行為で あ り，長期的な視野 に た っ た継続

的な対応 が 必要 で ある。

　 3．3．4　お わ りに

　現在 の斜面安定工 法は，斜面安定だ けを目的 とした法

枠工 な どの 堅牢 な構造物 が 数多 く建設 され て い る が，積

苗工 に 代表 され る 山腹緑化工 法 は，斜面の 安定 と と もに ，

森林 の復元 を 目標 に して い る （表一3．7）。

　山腹緑化 工 法 は ， 木
・
草

・上 ・
石な どの 自然材料を数
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写真一3．10　山 腹緑化工 事 の 施工 地

　　　　　 （栃木県男体山 ）

斜 面勾配 と斜 面安定工 法 との 関係

区 　分 斜面勾配 対応 す る工 法 目　標

地 　山

60度以上 構造物に よる法面保護工

（法 枠工 ・モ ル タ ル 吹 付
け工 な ど）

表面侵食防止・斜面の 安
定 化
（永 続的 な植 生の 再生 は
困難 ）

地 　山

45− 60度 植 生 に よ る法 面 保 護 工
（客土 吹付 け 工 な ど）

表面 侵食防止
・
斜面の 安

定化
（草地等 と して管理 ）

地 　 山 35〜45度 植栽工を含む山腹緑化工 法 安定 した 森林 の 再 生

崩　土
盛 　土

35度以 下 　 　 　同 　 　 　 上

（工 作物の 密度が 少な く
て す む ）

同　　 　上

多 く利用 して い る こ とが特徴 で ，森林 が成 立 す るま で の

間の 侵食 を 防 止 し，植栽 の 場 を作 る役割 を担 うもの で あ

り，森林が成立 した 時点 で は ， そ れ 自体 が腐朽 し森林に

埋 没 して 「自然 に 戻る」 と言う環境調和型の コ ン セ プ ト

の 上 に 成 り立 っ て い る 。

　21世紀は，環覧 の 時代 と言われ，大量生産
・
大量消

費時代の 反 省 か ら，地 域 環 境
・地 球 環境に 負荷 を与 えな

い 循環型社会 の 構築 が叫ばれて い る。こ うした観点か ら

す る と ， 循環型資源で ある 自然材料の有効利 用 や 二 酸化

炭素を固定 す る森林 の 造成は，景観整備 な どの ア メニ テ

ィ
ーを求 め る の と同様 に，我 々 に とっ て，重要な テ

ー
マ

で あ る。した が っ て ， 防災上 ，高 い 安全水準が 求め られ

る場合に は，堅牢な 構造物を採用 す る の は 当然で はあ る

が，森林 の成 立 が 可能 な 場所で は ， 力で 押さ え込む 斜面

安定工 法だけで はなく，山腹緑化工 法の 考え 方を取 り入

れ て ，景観保全 に も有 効 な 安定 した森林 の 再生 をめ ざす

必 要 が あ る。　　　　 　　　　　　　　 （櫻井正 明）
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