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「在地性」 の視点か ら農山村を考える

藤村 　美穂

（佐賀大学）

　食の 問題に つ い て は，残留農薬や 食品添加物 の 問題か ら，産地や流通経路 の 不 透明さま で 含め て，

さ まざ ま な 問題が 続 出 し て い る。こ の よ うな 状況の な か で ，人び と は ，自分 た ち の 食べ 物に つ い て ，

漠然 と し た 不安を抱 い て い る。そ の
一

方で ，食べ 物を 共有す る 側，す な わ ち農を営む 人 び と もまた，

農業 の あ り方や 白分 た ち の 暮ら し方に つ い て 不 安や 怒 りを 感 じて い る 。

　本稿 で は ，こ の 漠然 と し た 不安や怒りに 焦点を あ て ，「食と農 」 が い か な る 意昧 で 環境問題 で あ

る の か に つ い て ，農 山村 の 暮ら し の な か か ら描 き出す試み で あ る．そ の 際，注 目した の は，農業が，

自然 と直接的に か か わ る 営 み で あ る とい う点で ある 。 自然 と の か か わ りに つ い て は ，資源管理 や農

地保全 な ど，さ ま ざ ま な文脈 で 語られて い るが，本稿 で は 時間 とい う変数に よ っ て そ れ を 表現す る

試み で あ る 。

キーワー
ド ： 在地性，資源管理，時間

1，問題の所在

1．1，食をめ ぐる不 安

　本稿の 目的は ，農山村 で 暮らす人び と の もつ ，漠然 と し た 不安や怒 りの在 り処に つ い て 考える

こ とで あ る。グ リー
ン ツ

ーリズ ム や有機農業な ど， 都市 と農村，ある い は生産者 と消費者の 利害

が調 和 した活動に 注 目が 集ま る
一

方で ，「ただ，農 山村 で 普通の 暮 らしを続ける」 こ との 意味に

つ い て も，考え て お きた い か らで ある。

　わ ずか 50年 ほ ど前 まで の 日本は，自然的 ・社会的条件の 変化に よ っ て 手に 入 る食物の 景 が大

き く左右され，ただ満足 な量を食 べ るた め に 多大な労力を費やさなければな らなか っ た 。 た とえ

ば，戦争に よ る農村 の 労働者不足 と冷害が重な っ た 第 2次世界大戦終戦直後の 都市 の 1人 1 日当

た りの 熱量 は ，と うて い 健康な肉体を維持で きる水準で は な く，食 べ 物 の 恨み か ら殺人事件 も起

きる ほ ど で あ っ た と い う （岸，1996 ： 14）。 また，多 くの 山村 で は ，昭和初期まで は ，「食べ 物と

言 えば，麦や と うきび ご飯で 米は 3 分の 1位 し か 入 っ て お らず，お か ずは 味噌や漬物 ， 梅干 し ば

か り」 （宮崎県諸塚村） と い う状況 で ，戦中戦後は ，山 か ら と っ て きた草の 根等を加 工 し て や っ

と飢えを しの い で い た とい う （和歌山県龍神村）。

　 こ の よ うな状況か ら考 える なら， どの よ うな奥地で も簡単に 米や 肉が手に 入 るよ うに な っ た現

在の 日本の 社会は 幸福だ とい う こ とが で きる 。 に もか かわ らず，現在，囗 本人の 多くは 自分の 食

生活に 疑 問や不安を もっ て い る。残留農薬や食品添加物に よる中毒，BSE など，つ ぎつ ぎに 出
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て くる問題に た い する 国の制度へ の 不信 もある 。 しか し，こ の よ うな具体的な問題が見え な くて

も，人び と は 自身 の 食生活 に た い して 漠然 と し た不安を抱 き，「豊かだ が イ ラ イ ラ し，根源的な

不安を 感 じて い る 」 （徳野，2002 ：39）。 そ れ は なぜだろ うか
。

　こ の 問い に た い して 農村社会学者の 徳野が導 き出し た 答えが，「生命 ・生活原理 と経済原理 の

対立構造 」 （徳野，2002 ： 47）の 存在で ある 。
つ ま り，農産物や食品は

， 政治経済の 文脈で 考え

る な ら，国民の 食料 （量 とし て の ）で あ っ た り貨幣価値を もっ た生産物 （商品） で あ る が ，そ の

一
方で 生身の 人間で ある消費者や 生産者に と っ て それ は 「食べ 物 」 ； 牛命 の 糧で もあ る 。 木稿 の

関心 に 引き付け て い うな ら，人問は身体を も っ た 生 物で ある とと もに 文化や価値観を もっ て 社会

生活を営む存：在で あ る か ぎり，食べ 物を得る （食べ る）とい う行為 もそれ ら全体を 含め た生 活の

な か に 埋め込まれた 行為で あ り，量や安さ の 追及 とい う経済的動機の み に もとつ い て行われ て い

る わ けで は な い 。に もか か わ らず，それ らの 違 い を認識 し ない で 政策を うつ な ら，現実 と乖離 し，

人び との 不安 に 応える こ とは で きな い ばか りか，食や農の現場がかか えるい か な る問題 に も実効

性を もたな い 空論に 終わ っ て しま うと徳野は い うの で ある。

1，2．農山村の 怒 り

　食べ る側の 不 安が高ま る
一方 で

，
「食べ 物」を つ くる 側，すなわ ち農林業 で 生 ぎて ゆ く こ と を

選ん だ もの た ち もまた，現在 の 暮らしや農林業 の あ り方に 不安や怒 りを 覚え て い る 。

　九州山地 の ほ ぼ 中央部に ある阿蘇は ，火 li灰 の やせ た土壌であ 6 たた め ，古 くか ら草原の 草や

牛馬を 用い て の 農耕を行 っ て きた 。それが独特 の 草原景観を生 み だ し，熊本か ら車で 1時間 とい

う地 の 利 もあ っ て ，古 くか ら観光地 で もあ っ た 。 そ の 阿蘇 の 村で は，1970年代に 農業を継 こ う

と村 に 戻 っ て きた青年は ，小学校時代 の 同級生が 1 人 も農業を継い で い なか っ た こ と に 驚 い た と

い う。 そ の よ うな 状況は
，

70 年代だ け に 終わ らず，息子 も後を継が ない し，農業で は 暮 らして

ゆけ な い とい う消極的な理 由で 老人た ち が農地 を 手放 し て ゆ くとい う状況が 現在 に い た る まで 続

い て い る 。

　青年が 農業を継 こ うと決心 し た ときは ，「農業は お 天道様だけ に 左右 されなが ら 自由に 生 きる

こ とが で きる仕事だ 」 と考え て い た とい う 。 しか し t 始め て み る と
， 仲間の 減少を くい IEめ た り，

借金 の 返済を した り，農協を通 じた農政 の指導に ふ りまわ され る 日 々 の 連続で
，

い つ まで た っ て

も 「余裕の あ る暮らし 」 に な らな い 。彼は ，特定の 信念や思想に こ だわ っ た哲学百姓で は な い
。

た だ，普通 に農業を し て 楽 し く生きる こ とさえ で きな い 世 の r回こ な っ た こ とに ，何 ともい えな い

憤 りや危機感を覚える と い うの で ある。

　 さ らに ，九州山地 を南下 する と，農業をす る に も都市に 通勤す る に もは る か に 厳 し い 山村の 世

界が 広が る 。その 1 つ ，宮崎県 の 諸塚村 は ，高度 1000メ
ー

トル 近 い と こ ろ に 88の 集落が散在す

る 山村で あ り，現在に お い て も住民 の 大半は 林業を合わ せ 営む農家で ある 。か つ て は焼畑や狩猟

の ほ か ，林業や 運搬な ど の 臨時的な賃労働 も含め た 多様な営み に よ っ て 生計を た て て きた 。 戦後，

「林業立村 」を 掲げた村行政の 指導もあ っ て ，山林 ・椎茸 ・茶 ・畜産 の 4 部門の 複合経営を推進

する シ ス テ ム をつ くりあげ，昭和 60 年 まで は 経済的に も成功 して い た とい う 。

　 し か し，近年に な っ て ， 木材ばか りか椎茸 の 価格 も下が り続け，人び とは 山村で 生 活する こ と

の 昔 し さ を実感 し て い る。山が退職金だ と思 っ て 植林 して きた人 び とは，木材価格の 低下に よ っ
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て それ もあ て に で ぎな くな っ て い る の で ある。

　集落の 小さな祭 りや行事で 顔をあわせ るた び に ，男性たち は ，酒を飲み なが ら農林業の 動向や

村 の 事業 の こ と，あ る い は 身近な生活環境 の こ と，村政 の あ り方 に つ い て 何時間 も議論を つ い や

す。そ して ，客人を前に ，山 （こ の 地） で 生 きる 決意や 喜びを語る と同時に ，「第 1次 産業 と か
，

こ ん な と こ ろ の 暮ら し の 大事さを 誰 もわ か っ て い な い
。 田舎は バ カ に され て い る 」 「世 の 中は拝

金主 義に な りす ぎて い る 」 と い う怒 りの 言葉を表現する の で あ る 。 彼らは い っ た い 何に 怒 り ， 何

を守ろ うとし て い る の だ ろ うか 。

2．農山村の 暮 らし

2．1．相対的不平等

　さ しあた りの 牛活が保証された うえ で の 農山村の 苦境や怒 りに つ い て は ，都市 との あ い だ の 相

対的貧困 とい う文脈で 論 じ られる こ とが 多い 。

　た とえば，阿蘇で も諸塚で も，近代の 生産技術の 発達，生活基盤 の 整備，流通 シ ス テ ム の 整備

に よ っ て ，生活は 驚くほ ど楽に な っ た 。農林業や 家事 の 機械化 は進ん だ し，肉や魚は 村内の ス ー

パ ーで い つ で も手に 人 る し ，週 末 に なれ ば，若い 人び と は 車を 1〜2 時間は し らせ て 近 くの 都市

ま で 出か け，買 い 物や散髪な どの 用を足 し て 帰 っ て くる 。 老人たち に 話を聞 くと，「昔は朝か ら

晩 ま で 働い て も苦 しか っ た 。 それ に くらべ て 今の 生活は 驚 くほ ど楽に な っ た 」 と 卩 を そろ えて 言

う。

　
一
方 で ，戦後の 農政や林政 の 失敗が，農林業を続け よ うとす る 人び とを経済的に ます ます追 い

詰め て い る こ と も事実で あるし，常に指摘され て きた こ とで あ る。山と ともに 生 きる とい う強 い

覚悟 の も とで 長年に わた っ て村が 生 き延び る方法を模索 し続け て きた 元諸塚村長は ，「ほ ん と う

に 山村 は み じめ で す」 と静か に 話す 。

　「（外部 か ら の ア ドバ イ ザ ーの な か に は ）焼畑を 復活さ せ て 都市 と の 交流事業をすれ ばよい と気

軽 に 言 うもの もい ま す が
，

い ま の 生活 の な か で それ をする の は 大変で す 。 よ そか ら見た 1．Il村 の イ

メ
ージ と こ こ の 生活に は 大 きな ギ ャ ッ プが あ ります」 「（高校 に 行か せ るため に は月に 5万 円 の 仕

送 りが必要に なる 。 現金収入 が極めてす くな い 状態で ）子 どもを 養 うた め に は 出稼 ぎに行 くか 山

に あ る もの を金に 変え る しか な い 。 世の 中の情勢を恨ん で もし か たな い の で すが，今 の ま まで は

山村 か ら人が 減 っ て ゆくの は確実で す。そ の なか で，せめ て ， こ こ で 暮らそ うと選択す る 人だ け

は全力で 守らな けれ ばい けな い と思 う」。

　こ の よ うな現実を考える と，前述 の 農山村 の 人 び との 怒 りは ，都市や他産業 と の あ い だ の 構造

格差に 対す る不満や不安 として 理解する こ と も可能で あろ う。そ し て ，それ に どの よ うに こ た え

る か は重要な政策課題で もある。し か し，本稿 で は ，もうす こ し，人び との 漠然 と し た不安や怒

りに こ だわ っ て み た い 。 とい うの も，不 思議な こ と に ，人び とか らは
，

上 記の よ うな農山村 の 現

状か ら想像で きる よ うな暗さ や 悲惨さは 感じ な い か ら で あ る 。 そ の 淡々 とした暮らし の エ ネ ル ギ

ー
が，何に 支え られ て い る か 知 りた い の で ある 。

　人び とは，都市 と比較 した場合 の 「不足」 の み に不満を感 じて い るわ けでは な い
。 過疎化に つ
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い て は ，「山は 時代 に よ っ て 養 える人 口 が異なる の だ 」 とい う。 そ し て 山村 の 景気が よか っ た 時

代に は 多 くの 人を養 うこ とがで ぎたが，現在の 状況 で は む し ろ 人は 減 っ た ほ うが よ い の で あ り，

行政は
， 観光施設を 造 っ た り人を 増やす こ と よ りも今の 生活を充実させ る こ と に努め る べ きだ と

い う 。

　また，住民の ほ と ん どは村外で 数年以上 過 ご した経験があ り， 都市の 便利な暮ら し も経験して

い る 〔1）
。 した が っ て ， 都市 の 若者と同 じ よ うに，生 まれた家や土地 と は 関係な い と こ ろ で 就職活

動を行い ，都市に就職す る こ と も可能で ある 。 に もか か わ らず，村に 戻 る こ とを決意し納得 した

もの たち で ある 。 そ の 彼らが，「われ われ は都市 の よ うな便利な暮らしを した い わけで は な く，

た だ こ れ まで の よ うな暮 らしを無事に 続けた い だけだ 。無事に 続けるた め に 闘わ なければな らな

い の だ」 とも言 う。

　 こ れ らの こ とか ら考え る な ら，人び と の 怒 りの 根底に ある の は ，経済的な収入 や物理 的な生活

基盤 （道路や水道や売店，病院な どの 施設） の 構造的不平等 の こ との み で な い こ とは 明 ら か で あ

る 。
こ こ で 問わ なけ れ ばな らな い の は ，「無事に暮 らす 」 とい うこ との 意味で ある （2〕

。

2．2．生 活の 変化

　農 山村の 暮 らしを み る うえ で重要なポ イ ン トに な る の は，それ らが直接的に 自然 とか か わ る と

い うこ とで あ る 。 農業の技術 に つ い て 論 じる な か で ，守 田志郎 （1976）は ，農産物を つ くる とい

う行為が 材料を加工 して 工 業製品をつ くる よ うに 「つ くる 」 とい うの とは ま っ た く意味が 異な る

と い う。 農作物を つ くる とい う こ とは ，人 間が 子供を つ くる の と同じよ うに ，自然 の 力を 借 りて

つ くる ＝で きる とい うこ とで あ り，土地 や 自然 との か か わ りが，直接的な影響を もつ とい う営み

な の で ある。

　 こ こ で は ，自然 との か か わ り とい う点か ら， 農林業を 営む側の 農山村 ， 阿蘇や 諸塚村の 生活 の

現状 に つ い て 見 て お こ う。

　阿dW（3）は昔か ら水田を中心 とす る農村で あっ た 。火山灰で や せ た土地 を耕すた め に 牛馬が必 要

で あ り，そ の 餌や水出 の 肥料 として 大量 の 草が必要で あ っ た 。 した が っ て 阿蘇で は ，水 出耕作の

ため に ，人 と牛馬 と水田 と草原が 有機的に 結び つ き，常に 互 い に 働きか けあい 続け，その 結果 と

し て 美 しい 草原景観が維持 されて きた の で ある 。 と こ ろが ig60年代に な っ て 機械や 肥料の 発達

に よ っ て こ れ ら の 循環が断ち切れ は じめ た ときか ら，「草原の危機」，す なわ ち草原の 森林化や草

原の リ ゾー ト開発が は じま っ た 。

　こ の よ うに ，阿蘇で は 1人 の 人間が つ か う範囲を考 え る な ら土地 や資源 の あ い だ の 循環は 断ち

切 れ て い る の で あ る が，農家は あい か わ らず水 田 と草原を 行き来 し て い る。毎年早春に な っ て 草

原の 野焼き（4）が終わ る と，ハ ウ ス で イ チ ゴ の 摘み 取 りを しなが ら，稲 苗の 準備を始め ，5 月の 田

植え ま で 戦争の よ うな 日 々 を送 る 。 秋の収穫期に な る と
，

イ チ ゴ の 定植 と稲 の 収穫期，草原で の

草刈 り （冬 の 飼料）が重な り ，
ふ た た び忙 し い 口々 に な る 。 水山 で は ト ラ ク タ ーや稲刈 り機で 作

業を行 い ，そ の 前後 の朝や 夕方に は
， 牛の世話をす るた め に 車で 草原まで上 っ て ゆ く。 同 じ こ と

が毎年繰 り返 され ， 米や イチ ゴ や牛たち との 時間が循環する 。 そ し て ，生活の な か に は ，それ に

沿 うよ うに ，野焼きや防火帯つ くり （5），祭 りや集落の 行事が織 り込 まれて い る の で あ る （6）
。

　 こ の よ うな生 活が か つ て と違 うの は ，現在で は．兼業農家に な っ て 勤め に 出 る もの と，専業で
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牛や米を養い な が ら暮 らす もの との あ い だ に ，土地 と の か か わ りの 密度や リ ズ ム の ズ レ が 生じ始

め て い る こ と で あ る 。

　
．．
方，諸塚村は ，地形や交通事情 の 制約に よ っ て 大規模な農業 の 近代化や 単作化が不可 能な土

地で ある 。 か つ て か ら焼畑や 狩猟 の ほ か
， 林業や運搬 な どの 臨時的な賃労働 も含め た 多様な営み

に よ っ て 生計をた て て きた 。 1戸 当た りの 平均保右面積は森林約 20ha，耕地 約 0．3ha で ，現在

に お い て も住民 の 大半は林業を合わ せ 営む農家で ある 。 米や杉 ・
ヒ ノ キ など，単

一
商品化や工業

の 導入 促進政策 （農村地 域工 業導人促進法）の 波に は の らず，独 自の 方法で 生き残ろ うとし て き

た こ とで 有名で ある。戦後，「林業 ウ：村」 を掲げた村行政は ．集落や山を網の 円の よ うに つ な ぐ

道路網の 開設，土 地 の村外移動防止 シ ス テ ム の 遂行，自治公民館 ω あげて の 山林 ・椎茸 ・茶 ・畜

産 の 4 部門の 複合経営を推進 し て きた。現在で も多 くの 家が，茶，椎茸，牛，林業の 4 つ の うち

の い くつ か を紐み 合わ せ た経営を行っ て い る 。

　そ の 結果 と し て
， 山 は 杉 ・ヒ ノ キ と

， 椎茸 の 原木で ある広葉樹が モ ザ イ ク の よ うに 入 り組ん だ

複層林とな っ て 独特の 景観を つ くり，川 で は 今で も天然 の 鮎や ヤ マ メ な ど の 魚が よ く釣れ る 。

　諸塚村 の 1年は ， 春の 田植えか らは じ ま り， 茶摘み ， 椎茸の 収穫， ド草刈 り，米 の 収穫，間伐，

と，季節に 応じ て 作業が巡 っ て くる 。
こ の 他に も，た とえば嫁が トマ トや花 の ハ ウ ス 栽培を行 っ

た り，婦人たちの 加工 （味噌やこ ん に ゃ くや茶），男性た ち の 十木作業 （伐採 な ど） な ど，臨時

の 稼 ぎの 手段は多様で ある 。

　さ らに ，諸塚村 で驚か され る の は，そ の 合間に行われ る活動の 範囲や多様 さである 。 人びとは，

地元 の 山は もち ろ ん ，九州全土 の 山を か けめ ぐり， 春は 山菜，6 月に は イ ワ タ ケ と り，7 月 こ ろ

か ら は 川 で ヤ マ メ釣 り，9 月に は 4〜5人 の グ ル
ープ を 組 ん で 蜂 の fと り，11 月か ら 2 月 は 猪狩

り と，山 に 通 う。
か つ て 猪狩 りが水田 の 害獣退治で もあ りそれ 自体が 重要な生活の 糧で もあ っ た

時代か ら比 べ る と，現在 の 猪狩 りや蜂の 子 と りは 趣味 に な っ た か の よ うに 見え る が ，それ は 経済

的な ウ ェ イ トの 問題で あ り，人び とは こ れらの 活動に も，山や耕地で の 農林業 と同じ くらい 時間

も手間 もかけ。大切な こ とだ と考え て い るよ うで あ る 。 田植え の 作業 中で あ っ て も， 雨 Eが りの

条件 の よ い 日に は ，川に 呼ばれて ヤ マ メ を と りに い く。 また，現在の よ うに猟期が定め られ る 以

前は，猪を見た と い う合図 の 法螺貝が響 き渡 る と，山 の なかか らどこ か らともな く男た ちが 集ま

っ て きた とい う。60代後半の 男性は ，子 供の こ ろ に 人恋 し くな っ て ，法螺貝を ふ い て し ま っ た

思 い 出を 語る 。 自然 と

1
の か けひ きをす るた め に ，常に それに 対処 する 時間 と緊張感を も っ て い る

の で ある   。

　以上 の よ うな 自然との か けひ きと ともに ，山村 の 暮 らし の リズ ム を 最も身近な と こ ろ で 感じさ

せ る の は
， 月に

一
度 くらい の 割合で 巡 っ て くる小さな祀 りの 行事で ある 。 た とえば，諸塚 の 行政

が把握 して い る 最も小さな生活単位で あ る小集落 （実行組合 と よ ばれ る （9り の ひ とつ を と り あげ

る と， 数軒 の 単位で ，正 月，初午，稲荷，水神祭 り，十五 夜，山 の 神 の 祭 り，忘年会……と
， 年

間に 何度も集 まり，祀 りを執 り行 い
， 共に飲食をす る。水神や山の神を祭る とほ ん と うに 事故が

な くなる と い う。 と くに 山 の神 へ の配慮は，人 び との 日常 の 行動 の な か に し み つ い て い る。み な

で 飲食を する機会があれば，それが ど こ で あ っ て もまずは 山 の 神に 酒 を さ さげる 。 猟や 林業 の 仕

事で ヤ マ に 行 くときも，忌み言 葉を は じめ と して ，守る べ ぎ作法が数 多く存在す る 。 山 に 囲 まれ，

山の な か で 暮 らし て きた 村で は ，祈 りと生活は 密接に 結び つ い て い る 。 集落は
，

「
神 々 や祠に 囲ま
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れ，その 結界に 守 られる よ うに して立地 し て い る 。そ し て ，そ の 祈 りが型に な っ て
， その 型 の な

か で 1年が め ぐっ て い る の で ある 。

　こ の よ うな， 阿蘇や諸塚に み られる利用秩序や 空間 の 意味づ け ， 山に た い する作法な ど， さま

ざ まな次 元で の 自然 との か か わ りを み る と，そ こ に は ，1 つ の 社会的な まとま りが 見え て くる 。

研究史を ふ り返 る と，農山村 の 人び とが こ の よ うに 「無事に 」暮 らすた め の し くみ は ，シ ス テ ム

と して の ム ラ とい う視点か らと らえられ て きた。

3．ム ラの 領域と資源管理

3．1．ム ラ の 機能

　 日本の 農山村 に は ，生活の 単位 と して ，「われわれ 」 と意識 で きる よ うな何 らか の 社会的な ま

とま りが存在 し て きた とい うこ と，そ し て それが現在に お い て も完全に 消滅 し た わ けで は な い こ

とは，実感と して ほ とん どの 者が 否定しな い で あ ろ う。
こ の よ うな ま とま りは 「ム ラ 」 と呼ば れ，

研究や政策の 対象 と し て さ まざ まな側面か ら定義され，意味づ けられて きた 。

　た とえ ば，必 要に迫 られ て ム ラ の 範囲 〔輪郭）に つ い て 考えて きた の は ，農業集落調査で あ る。

そ こ で は
， 当初，人 と人 との 社会関係，生産 と生活 の 共同体と い う側面か ら ム ラが と らえ られた 。

1955年 の 最初 の 農業集落調 査 （農水 省）に お け る 「集落」 の とらえ方は ，「農家が農業上相 fi：に

も っ と も密接に 共 同 しあ っ て い る農家集団」 で あ り，「各種集団 の 活動状況か ら ， 農業生産面お

よ び 生活面 の 共同 の 範囲を 決め た 」 （農林水産省統言1情報部 ，
2002 ：3） と い う。

　 と こ ろ が，1970年の 集落調査に な る と，集落は ，「…定の 土地 （地理的な領域） と家 （社会的

な領域） とを成立要件 と した農村 の 地域社会」 （同 ： 3） とされ ， 属地的に とらえられ る よ うに な

る 。 1970年に 行われ た ム ラ の 領域調査の 結果を分析した川本彰は ， ム ラ （集落）が 自分た ち の

領土をは っ きりと意識 して 管理 する主体で ある こ とを発見す る。

　 こ の 事実を うけ て ，川 本 は，領域 の 存在 と い うと こ ろか ら ム ラ の 社会関係 も説 明 しよ うとする e

すな わち，領域 とい う有限の 土地 がある な らば，そ の な か で 農業を営む た め に は ，限られた資源

をめ く
“
る個 々 人 の 競争 と ともに ，水利な ど の 共同 も必 然的 に 生まれて くる こ とに なる 。 だか ら こ

そ，人 び との 共 同性 が 生まれ る とともに ，む ら の メ ン バ ー
（土地 ヘ ア ク セ ス す る権利）は 限定 さ

れ る必要が あ り，土地所有 の 大小 と家 々 の 社会関係は 密接 に 関係 し，資源の 配分を め ぐる家 々 の

社会秩序が必要 な とな る （川本，1986）。
こ の よ うに ，領域と い う有限の 土地 を前提 と し て 見る

な ら，そ こ に ，有限 の ⊥ 地を め ぐる 関係 の 発生 と い う意味で の 「稀少資源 を め ぐる ポ リ テ ィ ク

ス 」 （佐藤，2002） が ，た い へ ん 明瞭な輪郭を も っ て 見え て くる の で ある 。 川本は ，それら全体

を調整す る発言力が ，農地を 中心 と し た 領域全体 の 保全主体 と し て の ム ラ だ とい う。

　 こ の よ うな 考え方は ，
ム ラ に た い す る評価 も大 ぎく変 える こ とに な っ た 。 都市に 食糧を供給す

る場 として 農村を み る 立場や，農林業生産の 増大が農村の 相対的な貧困 の 解決に つ なが る と考 え

る立場に と っ て は ，ム ラ は 生活組織 ＝ 生産 の 組織 （単位）で あ っ た 。 と こ ろが，農地管琿主体か

ら環境管理主 体へ と関心 が移 る に つ れ て ，「一定 の領域に 規定 された 関係 の 総体 」 へ と，ム ラ の

と らえ方が大 きく変わ っ た 。　　　　　　　　　　　　　　　 ．
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　か つ て の 農政に と っ て は ，生産空間 （＝ モ ノ と し て の 農地）を存分に 活用する た め に は ，農村

の 人間関係や ± 地所有 の あ り方は 近代的 ・合理 的な農林業経営を 阻む 旧慣や 遺制で ある と と らえ

られ ，ム ラ は解体すべ き対象 とされた 。 し か し，領域論的な発想が可能に な る と，米余 りと い う

問題 に 直面 して い た 農業論壇は ， 議論 の 焦点を ， 米 の 生産調整や農業 の 規模拡大 （農地集積な

ど） に ム ラ の もつ 調整機能を活用 し よ うとい う方向へ と転換 した とい う （Ti，2002： 146）。 そ れ

と同時に ，ム ラは ，地域 の 資源管理や 国
一
卜保全 とい う視点か ら も注 目され て ゆ くこ とにな る 。 と

い うの も，それ ま で の 村落研究 が主 に ，地主 と小作の 関係な どむ ら内部に お ける資源配分 のあ り

方や土地をめ ぐる家 々 の 秩序 とい う関心か ら土地を見て い た の に 対 して ，ム ラ に よ る ム ラ全体の

領土 保全 （領土 企体へ 発言 力） とい う着眼は ，里 ，水出，山 の あい だ に な りた つ 生態学的バ ラ ン

ス （農業を媒介 と し た資源 の 循環） の 保全管理
．
〕．林 と し て ム ラ を とらえる こ とを可能 に し た か ら

で あ る 。

3．2
’
．資源管理論の限 界

　しか し ， 以一ヒの よ うな ， 有限の ⊥地 を 前提 と した と らえ方をす るな ら ， 以
一
ドの ふ た つ の 点に お

い て ，現在 の ム ラ に お ける 人 と自然の 関係を とらえ る こ とが困難 とな る 。

　 まず，第 1 に ，ム ラ と い うま とま りの とらえ方その もの で あ る 。 た とえば，阿蘇の 場合は ，草

原 と の か かわ りを考える と，入 会集団と して の 1つ の ム ラ の 輪郭がみ えて くる 。 しか し，諸塚 の

よ うな 山村の 場 合は ，異な る。山村で は ，実に さ まざまな単位で 土地 とか か わ っ て い る 。

　た とえば 山の 管理 に つ い て み る と，実行組合単 （小集落）位 で 共有山を持 っ て い る と こ ろ も多

い
一

方で ，農作業の 共同 は ，実行組合や 自治公民館の 範囲を こ え て
， 親戚ど う し で 行 うと こ ろ が

多 い し， カ ヤ 場な どは 実行組合 に 関係な く，数人単位の 共有山 に な っ て い る こ とも多 い
。 林業 の

作業を請け負 うグ ル
ープ，猪猟 蜂 の 子 とり，山菜や茸 の 採集に 行 くの は，近隣 の 集落に 住む 仲

間同士 で ある。

　あ る 自治公民館をみ る と，そ の な か に 6〜10戸か らな る 5 つ の 実行組合が あるが ，道の 管理 も

公民館単位 で行 う。春 に は 公民館 の メ ン バ ーみ なで 旅わに 行 く。資源の 管理 と い う点で は ，公民

館の なか は 2 つ の 大きな地区 に分け る こ とがで き，カ ヤ 場で あ っ た 2筒所 （4町，10町 ）をそ れ

ぞれ共有山 と し て 管理 し て い る 。また，数名の 共有地 に 神社が造林を し た場所 もある。複数の 公

民館に わ た る，38人持ち の 記名共有 の 山もあ り，利益を分配 し て い る と こ ろ もある。

　また，別の 公 民館で は，田植え組合 と葬式組合 と普請組合が あ っ た 。
こ の 3 つ は 完全に 重 な っ

て は い な い 。 こ こ に は 実行組合単位 の 山は な く，実行組合を超えた範囲で の 19人や 16 人単位 の

共有の 由 は 多い とい う。 神楽や 臼太鼓，団七 踊 りとい っ た人数を要す る祭りに お い て は，そ の 構

成 メ ン バ ー
の 空間的な枠組み は さ ら に流動的で 複雑で ある

。

　以上 の よ うに ，諸塚で は ，生活や 生産に かかわ る 集団が数多 く存在 し，地 埋的 に 制限 され なが

ら も，それが さま ざまな広が りを もっ て い る。公民館，実行組合，農業の加勢をす る組 山仕事

の組 共有山を持つ 4，5 軒か ら 16，7軒 の グル
ープ ，葬式組 猟 の グル

ープ
， 祭 りを 行う単位 ，

小 さな祠や稲荷を祭る単位。それらが微妙に ずれなが ら，新し い こ とが始ま る と新し い枠組み を

つ くる 。
一

軒の 家を と りあげる と，1人 1人 がさ まざまな範囲に ある組織や趣味 の グ ル
ープ に 入

っ て い る の で ある。自分 が ふ る さ とだ と認識す る 範囲を 訪ね る と ae），諸塚村 とい う広 い 範囲 か
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ら， 実行組合 の 単位 ま で ，個 々 人 の 行動範囲 に よ っ て さ k ざま で あ る 。

　以 上 の こ とか らい え る の は ， こ の よ うな山村で は
， 人間関係を とっ て も土地 との 関係を と っ て

も，それぞれが多様 な重な りをみ せ ，領域を もっ た 1つ の 完結した ム ラ の姿は 見え て こ な い の で

ある 。

　ま た
， 環境管理 や資源管理 とい っ た ム ラ の 諸機能や評価とい う側面をみ て も，伝統的な ム ラ の

シ ス テ ム に つ い て 事例研究を積み 重ね，その重要性を指摘す る こ とが で きる
．
方で ，現実の ム ラ

に つ い て は ネ ガ テ ィ ブ に 描 くこ としか で きな い （藤村，2002： 90）。 とい うの も，生産組織 とし

て の ム ラ とい う視点や ，それ を 前提 とし て 成 り立 つ 領域論が有効な の は ，み なが耕地 や採草地や

山林を必要 と し て い る場合で ある。それ に 対 して ，肥 料や燃料が購入 され る よ うに な り， ム ラ の

なか で 農家率が減少 し続けて い る 現在の ム ラ は ，もは や循環的 な ：ヒ地利用 とい う意味で は ひ と ま

と ま りの 質理 「主体 」 と し て と らえ る こ と が で ぎな い
。 地域 ぐるみ で の 循環型農業や 有機農業の

実践な ど，
一

部 の 動きが賛美 され る よ うに な る
一

方で ，その 他多 くの ，過疎化す る ム ラ
， 農業か

らは なれる ム ラ，開発す る ム ラ に つ い て は
， 集落 に よ る管理 機能 の 哀退を指摘し ， それ に かわ る

新た な シ ス テ ム （都市 との 連携な ど）の必要性を説 くと い う図式を反復する し か ない の で ある。

　機能を み る か ぎり，同 じ こ とは 繰 り返 され る 。
ム ラ は t

「結果 として 」 さま ざまな潜在的機能

を もつ とい うこ とが発見され ，そ の 肯定的な面が取 り上 げられ て きた。し か し，すで に 見た よ う

に ，有限 の 土地や生産を前提 と し た機能 とい う点か らみ るな ら，阿蘇 の よ うに
一
卜地 と の か かわ り

が変化 しつ つ ある農村や ，諸塚 の よ うに 多様な か か わ りを も っ た 人び との 暮ら し をす くい と る こ

とは で ぎな い 。

　そ もそ も，自然 に 目的 は な い
。 そ して ，「生命 ・生活原理」 （徳野，2002） も，それ 自体に は 目

的が な い
。 とする な らば，少な くとも， こ れま で の よ うな生産を 中心 とした機能や 目的で ム ラ を

説明 で きな くな りつ つ ある現在，農業や土 地 との かかわ りに つ い て ，ど の よ うに と らえ る こ とが

で きる の で あろ うか 。 冒頭に 述べ た よ うな，「牛命 ・生 活原理 と経済原理 の 対立構造 」 や，農林

業に 携わ る人び との 怒 りや 違和感 は，何に もとつ くの で あろ うか 。

　それ を考え る ヒ ン トに な る の が，田 中耕 司の 「在地 」 と い う概 念で ある 。農林業や 山村の暮 ら

し の 特徴は ，それが 自然 と直接か か わ る営み だ と い うこ とで ある。田中は こ の こ と に つ い て ，

「農 の 営み 」 は，そ れ 自体が 農業生産だ け で な く村の 生活空間全体 の たた ずま い も暮 らし の リ ズ

ム もつ く りだ し て きた とい う。田中は 農業 の こ の よ うな特徴を 「在地性」 とよ び，次 の よ うに 説

明す る 。
「在来農 業の 技術がち ょ うどそれ が営 まれ る r場 』 に 則 し た技術 と し て 成立 し て い る よ

うに ，『農』 の あ る 暮ら し も ま た そ の 地 域の 自然を 暮ら し の か た ち と し て 取 り込み なが ら営まれ

て い る 。…… （農業は ）， そ の 地域 に r在る』 もの
， そ して そ の 地域 の 暮らし とと もに r在る 』

もの 」 （田中，2000： 17） で ある 。

　本稿 の 関心 に即 し て 言い か えるな ら ，
「在地性 」 とは ， 物理 的 ・具体的な土地 と の 直接の 結 び

つ きの こ とで あ り，それを通 し て 生活全体の 共有が もた らされ る よ うな農林業の 性質 の こ とで あ

る 。 後述する よ うに ，物理 的な行為 の くり返 しが意味を もつ の も， こ の よ うな性質が背景に ある

こ とと無関係で はな い だろ う。
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4，繰 り返 しの 力

4．1．人が残る村

　諸塚で は ，物理的な条件 と し て は 他 とか わ らな い に もか か わ らず，他の 公民館と くらべ て 若者

が次 々 と戻 っ て きて 人 口 が減 らな い と こ ろがあ る 。 そ の 理 巾を問 うと，外か ら見る もの は み な

「あそ こ は 神楽が ある か ら」 と答え る 。

　山村 の 生活様式が邦市化 して ，山の 暮 らし の な か か ら出て きた 祈 りや所作 と密接に 結びつ い て

い た神楽が ，生活 の な か の 所作とは 直接的に 結び つ か な くなる こ とを危惧する研究者 もい る 。 た

しか に 神楽 の 所作は ，弓矢を 用 い た 狩猟や鍬や箕を用 い た 農耕で あ り，現在は 農業や狩猟を 行 っ

て い る 者に と っ て さえ，遠 い 昔の所作で あろ う。 し か し，本稿で 注 目した い の は ，高齢化 し，生

活や農耕 の 様式が 変化 して も，神楽が繰 り返され る と い う事実で ある 。

　九州山地の
， 阿蘇か ら高千穂 椎葉，米良に か けて の 山村に は神楽 の 伝統が残 っ て い る村が多

い
。 諸塚村で もか つ て は ほ とん ど の 地区で 独 自の 神楽が舞わ れて い た とい うが

， 戦時中に ほ とん

どが途絶え，その後復活 した の は 10程度で あ る 。 夜神楽の 多 くは，12月か ら 2月 に かけ て の 寒

い 時期 に 行われる。見せ る こ と を意識 し た もの で は な い た め ，衣装や面 も地味で ある。神楽は ，

舞 の 奉納だ け で も昼 の 1時す ぎか ら始 ま っ て翌 日の朝 10時 こ ろ までは続 く。

一月前か らの夜 の

稽古，前 日か らの 舞台つ くり， 料理 の 仕込み などを考え る と，膨大な時間と労力を注い で い る こ

とがわ か る 。

　全部で 33 番ある とい う舞は ，1 つ の 舞が 30 分を超え る こ と も多 く，祝子 （神楽 の 舞い 手 ）は ，

酒 で 身体を 温め な が ら
一
睡 もしな い で 舞 う。 舞に よ っ て 見せ 所 と な る動きは 異な る よ うで ある が

，

その底流に 流れて い る 足の動 きの リ ズ ム は 定 で ，それが
．
晩 じ ゅ う繰 り返 され る 。 延 々 と繰 り

返 され る足 捌きや ゆ っ くり揺れ る衣装を みなが ら眠気 と寒 さで 意識が艨朧 として きた者は
， 毛布

に くる ま っ て 寝て い る 。

　神楽 の ク ラ イ マ ッ ク ス は，天照大神が天岩戸か ら姿を現す瞬間で ，その シ ー
ン が ち ょ うど夜明

け ご ろ に な る。み なが 神楽の 筋を知 っ て い る の で ，夜が 白 々 と明け る こ ろ に な っ て 天 岩戸が開け

られる瞬間が近づ くと，けだる い 雰囲気に 包まれて い た宿全体 に 緊張感が み な ぎっ て くる の がわ

か る 。 ア メ ノ ウ ズ メ の ゆ っ くりした舞い が終わ り，い よい よ岩戸か ら天 照人神が引 き出さ れる と，

それ まで 息を呑ん で 見 つ め て い た人び とは ，大神役の 子 供が無事に 務め を果た した とい う安心感

と，岩戸か ら神が出た と い うあ りがた さか ら，今年 もまた感動 の 渦に 包まれる の で ある。

　天 照大神を 舞 うの は 4歳か ら 7 歳 くら い の 男児で ある が ，人び とは ，「大照大神の 役を した子

は た い て い こ の村 に残 っ て ，大人 に な っ て も神楽を舞 い 続ける もの だ 」 と い う。あ るff−t 肝心 の

天照 大神が，泣 い て家か ら出て こ な い の で ，神主は祝詞をあげ続け，岩戸か ら導ぎ出す ウ ズ メ は

1 時間以上 も舞い 続けて い た こ とが あ っ た 。 見 て い る人 々 は 「子 ど もの こ と だ か ら」 と い い なが

ら笑 っ て 待 っ て い る。し か し，待 っ て も子 ど もは機嫌をな お さず，3歳の子供が代役に た て られ

る こ と に な っ た 。

　驚 くの は ，周囲 の 人人たち が，「役に あた っ て い たはず の 子は舞台 に 上 っ て 天照大御神の 役を

する 怖さを感じて い る か らで きな か っ た の で あるが ，代役に な っ た 3歳の男 の 子 は まだ小 さ くて

そ れが わ か ら な か っ た か らで きた の だ ろ う」 と説明す る こ とで ある。前 の 週に 自分た ち の 神楽を
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終え，向か い の 谷 の か らや っ て きた 青年は，酒を飲 ん で い て も舞台に 立 つ と身が引き締ま り，す

っ と酒がひ くとい う。

　年 に
一

度 の 神楽は
， 人 々 の 心 が 1 つ に な る の を，観光客で さえ実感で ぎる瞬間で あ る 。 神楽に

魅せ られて 10 年以上 も熊本か ら通い 続けて い る とい う男性は
， は じめ て 来た とき， 神楽を 見守

っ て い た 人びとがみ な天照 大御神 の 登 場の 場面で感極ま っ て 泣い た こ とに 驚嘆 した とい う。

　神楽に は ，親戚縁者や古い 時代か ら互 い の 祭 りを訪問しあ う地区の 人たち，村の 役職者か ら，

神楽好ぎの 観光客や写真家や民俗学者な ど，毎年お とずれ る常連た ち もい る。そ うい う観客たち

も含め て ，現場に 立 ち合 っ た者は ，毎年お なじ こ とを繰 り返 しなが ら，毎年あ らた に感動する の

で ある。

　ほ とん ど寝て ばか りい る老 人 で も，神楽 の 日 に は 起き上 が っ て きて ，太鼓を打ち始め る。ある

程度の 年齢に なる と，太鼓 の 音を聞 くと，足が勝手 に 動 き出す と い う。 年に
一
度の 夜神楽の 日だ

け で は な く，祈願 ご とや祭 り ご とがあれ ぽ舞われ る 神楽は ，人び との 身体 に 染み 付い た リ ズ ム と

し て 伝わ っ て い くの で ある 。そ し て
， それが神楽を み る者 に ， こ こ が い つ の 時代かわか らな くな

る よ うな感覚を 覚え させ る 。

　当然なが ら， 神楽 の 準備 の わず らわ しさ に 嫌気が さ して い る者や，舞う こ と 自体が好 ぎで は な

い 者もい る 。 また，家 々 で 回 りもち で 行われて い た 神楽が ，集会所 もか ねた共同 の 神楽殿で 舞わ

れる よ うに なる傾向 も強い
。

　しか し，こ の 地 で 生まれた 子 ど もた ち に とっ て ，自分た ち は神楽 の ある地区に 生まれた の で あ

り， こ こ で 生 まれた か ぎりそ れを舞 うこ と も当然 の こ とだ と感 じ て い る の も事実 で ある 。 長老 は ，

こ こ に 住む とい うこ とは 神楽を舞 うとい うこ とな の だと力説する 。 過去か らず っ と続け られ て き

た こ とが こ れ か らも続 くこ とは 当然だ と考え られて い る の で ある 。

4．2．在地性と時間

　神楽の 話を長 々 と述べ た の は，土 地 との かか わ りや 「在地 性」 を考え る うえ で ，神楽に み られ

る よ うな 「繰 り返 し 」 が，大 きな意味を もつ と考え られる か らで ある。す で に 述べ た よ うに ，川

本の 領域論は ，耕作を中心 として 有機的に結びつ い た 「領土 」 の存在に よ っ て ，ム ラ の 人間関係

や 所有関係の 根拠を説明す る 。 しか し，領域意識の 存在を前提 と し た資源管理論に もとつ くと，

水田農村 とは 異な っ た 山村や，生活様式が変化 し た り混住化がすすん だ ム ラ を とらえ る こ とが で

きな い こ とはす で に 見た とお りで あ る 。

　山村で の 暮らし の なか か ら独 自の 哲学を打ち立 て よ うとす る内山節は ，時間 とい う変数を い れ

る と，それ とは 逆 の 論理 に な る とい う。
「関係が存在を つ くりだす」 側面が み え て くる と い うの

で ある 。 人間 の 存在 と い うもの は 関係性に よ っ て 生 み 出され ， 関係性 の な か に あ る もの だ とい う

こ とは よ く言わ れる こ と で ある 。 すなわち周 囲 との 関係が ある か ら，それ と区別をする 自己が生

まれ る の で ある 。 時間 とい う変数を入 れて 考える と，物理 的に 定ま っ た境界がは じめ に あ る の で

は な く，
ム ラ人相互や 隣接す る ム ラ に むけ て ，ある

一
定の 働 ぎか け （利用）を繰 り返す こ とに よ

っ て，人 と土地 がそ の 関係性を維持 して い くと い う側面が見えて くる 。 したが っ て ，そ の関係の

在 り方が変われば，領域 も変わ る と い うこ とに なる 。 近年の資源管理論を 見る と，人び と は 自然

や 人間 へ の 働 きか け と い う彳
．
偽 に よ っ て ， ム ラ と い う場を 生 み 出 し て い る こ と が 指摘 され て い
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る （11｝
。

　内山は さ らに ，時間に は 縦軸 の 時間 と横軸 の 時間 の 2 つ が ある とい う。 縦軸の 時間は 過去か ら

現在に直線的に 流れ る不 可逆的な時間で あ り， 資木主義を支配する時間で ある。それに 対 し て ，

横軸の時間 とは ，朝か ら夜に な り冉び 朝が くる ，春か ら冬に な り再 び春に な る ，生 き物が 死 ん で

また 子 ど もが 生まれ る とい う，自然 の 円還す る時間で ある。「自然 と結び つ い た 労働や 暮 らし の

なか で は ，ある い は 自然 と の共時的な場を形成する なか で は，横軸 の時間が支配的な時間軸 にな

り，縦軸 の 時間が支配する社会 との 結び つ きの なか で は 縦軸の 時間に 依存 1 （内山，1993 ： 32）

しなが ら，それ を うま く調和させ て暮ら して ぎた と い うの である 。

　直線的な時間 の な か に 身を お くとい うこ とは ，自分 の
一

生を 合理的に 経営 （管理 ）する と い う

感覚を牛み 出す 。 そ の な か で は ，あらゆ る行為や 出来事 は ，（顕在的 に せ よ ，「結果 と し て 」 に せ

よ）ある意味や 日的を もう て それに むか っ て 動い て い く。

　 こ の よ うな資本t 義の 直線的な時間に 直面 し た ときの 対応は，農村 と山村とで は 相違が ある と

内山は い う。 商品経済が浸透 して くる と ， 農村は劇的な変動を とげて い っ た の に た い し て 山村は ，

営農条件 の 不十分 さ もあ っ て 自給 自足が で きず，古 くか ら商晶経済が浸透 して い た 。 そ して
， そ

の こ とが，縦軸 の 時間を，横軸 の 時問 （ム ラ の 暮らし） の な か に 調和 させ て い く巧み さを村人 に

成立 させ て い た とい う。 山村は，「伝統的な ム ラ の 時間を完全に は 消滅 させ ず，縦軸 と横軸 の 二

重 の 時間世界を つ くりだ し た 」 （内山，1999 ： 91）の で ある 。

　 こ の よ うな時間の とらえ方 は近代的な 「個」 に つ い て の 議論 に も接続 し て ゆ く。た とえ ば，都

市 の 市民は 地縁 血縁関係や ， i’地 と の 関係に お い て ，自立 し た 「個 」 で あ り，それ らがネ ッ ト ワ

ー
ク を結ん で 人間関係を形成 して い く

一
方で ，伝統的な農村は 人間関係や 十地 と の 関係 の な か で

「個」 の 発現が制限 ・抑圧 されて い る 。 そ し て ，地理的障害の 減少や人 の 移動，資本 主義経済の

浸透 に つ れ て
， 農山村 の 人び とも 「個」 として 自立 した 人問関係を結ぶ よ らに なる とい う考え方

が あ る 。

　 しか し，こ の 内山の 議論は，その よ うな単純 な二 分法 とは 異な っ た視点を導入す る 。 内山は ，

そ の 2 つ の あ い だ に ，自然 との 関係 ＝ 「在地 」 とい う視点を入 れる か らで ある。農林業な ど，自

然 と強 く結びつ い た 労働に 従事す る もの は，横軸の 自然の 時間に 合わせ て そ の なかで 自己 の 労働

を確立す る の で あるが，どの よ うな時代 の 人で あ っ て も，その
一

方で ，その 働 きか けを通 し て 白

然を対象化 し て い る と い う。 そ して ，それ が 「個 」 の 意識を確立す る 。 内山は，ど の よ うな古代

で あ っ て も，人間は こ の 2 つ の 時間 の 矛盾 の あ い だ に 存在す る もの で あ り， こ の縦軸の 時間と横

軸 の 時間が矛盾 し な が らも全体で 生活の 時間を形成 し，使い 分け られ て い た とい うの で ある。

　 こ の よ うに 考える と，農山村で 暮らそ うと決め た 人た ち は
， 横軸 の 時間を生 きよ うと決意する

人で もある。神楽を舞い ．山仕事をす る人たち ，阿蘇 の 農村 に 戻 っ て きた人，彼ら は ，無事に 楽

し く生 きる こ とが 目的だ とい う 。 そ れ は ， 縦 の 時間 の な か で み る と 「努力 し な い 」 「上 昇志向を

もた ない 」人た ち に み え る か もしれ な い 。 目の 前の 暮らし の 困難を避けよ うとはするが，収入 を

増や した り，富や 名誉を手に 入れて 出世す る こ とを 望ん で い る わ け で は な い か ら で ある 。

　諸塚で ，新 し い かた ち で 都市 との 交流を試み て い る職員は ，自分た ちが企 画する プ ロ グ ラ ム と，

毎年新し い もの を導入 する 「イ ベ ン ト」 を比 べ て ，「自分たち の 生活を そ の まま見て ほ し い
。 生

活と い うの は 繰 り返 し だ か ら毎年同 じ こ とを繰 り返 して もよ い 。それで も来る 人だけが来て くれ
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特集 ：農 と暮 ら しの デ ィ ス ク
ー

ル

れ ばよい 」 と述べ る 。

　諸塚 で は
， 自分 の 山 を 育て

， 声が か か れ ば作業班を 組ん で 伐採 に 雇わ れて 稼 ぎ， そ の 日が 来れ

ば祭 りを執 り行い ，神楽を舞 う，そ し て ，猪猟や 蜂の 子 と りの ス リル や充実感に夢 中に な る ，仕

事 の 区切 りに は近 くの 仲間と
一杯や る とい っ た ， 伝統的な暮らし の ス タ イ ル が続けられ て い る 。

か とい っ て 古い 生活 ス タ イ ル に 固執 して い る わけ で もな く，新しい 機械や新し い もの が手 に 入れ

ばそ れを使い ，川 の 土手や 畦は 適度に コ ン ク リー
ト化する 。 そ の よ うな人たち は，同じ季節や同

じ仕事を繰 り返 し，同 じ神楽に 毎年感動する 。

　伐採作業の あ とで
．
杯や っ て い た男性たちは ，猟や伐採，神楽を舞 うときの 頁剣 さや村政に つ

い て の 議論とは打 っ て 変わ っ た 明 るさ で ，「サ ラ リ
ー

マ ン と比 べ た ら俺た ち は昇進 もしな い し何

の 進歩 もな い 。町 の 人み た い な 向上心 な ん て な い 。こ の ま まず っ と
．一

生，好 きな こ とだけや っ て ，

暢気な もん よ 」 と笑 い ，「で も，み ん なが い て ，仕事が終わ っ た ら誰か が釣 っ て 来た魚をあ て に

ピー
ル を 飲む

，
こ の 暮 らし が 楽 し い 」 「楽 し い 暮 ら し を 守る こ とが今の 世 の 中で い ち ばん 大事な

の だ 」 と 口 々 に い う。 諸塚村の 人び とに 比 べ る と同 じ農業で も数倍 も条件が よ い と考え られ る阿

蘇 の 農家 が，田畑や牛を どん ど ん 売 っ て い っ た 仲間や ， 規模拡大す る農業の や り方に つ い て
，

「暮らし に 余裕がな くな っ た 。 み な の 心 に も余裕がな くな っ て ぎた 」 とい うの とは，対照 的で も

ある 。 同 じ側面は 諸塚の 中に もある 。 元村長は ，行政や人び とが 「都会ば か りに 目をむけた 考え

方」 に お ち い る こ とを警戒 しな ければな らな い と言 う。

　 しか し，それ と併行 しなが ら同じ ム ラ の 中で 人び と は ，それ ぞれ の か か わ り方や 行動範囲 に よ

っ て
， それぞれ に 山を意味づ け，それぞれ の 生活を 営ん で い る。そ の な か で ，ム ラ を支え て い る

の は ，繰 り返 し行われ る神楽，巡 っ て くる季節 に あわ せ て 繰 り返 し行われ る 田畑や 山 で の 作業，

そ し て
， その 繰 り返 し を 当然 の こ と と し て 受け入 れる 人び との 力 （余裕）で ある 。徳野が い う

「経済原理 」 が生 産量 や収入 の 増加 とい う目的を もつ とす る な ら，それ は 目的がな くて も存在 で

きる世界で もあ る。ひ とつ の 目的や機能に よ る評価 と は 無縁 で あるか ら こ そ ， 多様 なもの が 存在

で きる 。 阿蘇の農家は，そ の こ とを 「負け る勇気」 と表現する 。
い ま農業を 続けて い くため に は，

「経済原理 」 に もとつ い た 競争に ，あえ て 負ける 勇気が必 要だ とい うの で ある。

　方向性を もっ た運動を何 もしな い とい うこ と，何 もしな い が自分た ち の 暮 ら しの 「無事 」 を守

ろ うとす る こ と （12）は ，「とど まらな い 」 と い うこ とで もあ る 。 同 じ こ とが ム ラ を とらえ る 視点そ

の もの に つ い て も言える。時代に応 じて ム ラ がある特定の 機能を もつ の は 当然で あろ う。し か し，

ム ラ をめ ぐる現実は常に 動き続け て お り，た とえぽ土 地 の 意味や価値に つ い て も常に 変わ っ て い

る 。ある機能 （固定された定義）を前提 に し て 議論が 回り始め る と，そ の 前提 に もとつ い た 評価

の 基準で 村 々 を比 較で きる とし て も，現実の ム ラ を前に す る と，ム ラ の 崩壊を論じ る か ，予定調

和的 に し か 描け な くな り，現実との ズ レ が牛 じて くる の で あ る 。

注

（1） 現在 18歳以上 の 7割以上 は，高校の 3年間，あ る い は そ の 後の 就職も含め た数年間 は村外で 生 活 し

た経験を も っ て い る 。

（2）　内 山節も，「ロ
ー

カ ル な 思 想を創る 』 農文協 （1998）の な か で 「無事 」 と い う言葉を もち い て ，r］［村

33

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

藤 村 ：「在地性 」 の視 点か ら農山村 を考 える

　の 暮 らし に つ い て 述 べ て い る。ま た 「無事 」 とい う概念 に つ い て は ，NHK の 放送番組 に お け る鳥越皓

之 と の 対談の な か で も展開 さ れ て い る 。

（3） た だ し本稿 で 述べ て い る の は ，阿蘇外輪山 の 内側 や そ の 周 辺 の こ とで ある。西 部 は 畑作地帯 で あ り，

　事情は 異な る 。

）
　
）
　

）
　
）

4
气
U

慶
り

7

（

（
　
（

（

（8）

野 焼 き とは ，2月 に 草 原 に
一

斉 に 火 入 れ を して ，新芽 の 芽立 ち を 促進 す る こ と 。

防火帯作 りは ，野焼 ぎの 際 の 類焼 を 防ぐた め に 行 う。 輪地 切 りと よ ばれ ，夏 に 共 同 作業 で 行わ れ る 。

阿蘇 の 草原保全 に つ い て は 藤村 （2002）参照。

諸塚村 の 自治公民館 の 成立過程 に つ い て は，以
．
ドに 詳 し い 。

http：〃www ．　vilL 皿 orotsuka ．　miyazaki ．　jpfOlho皿 e−f．　htm

松井健は ，猪猟や蜂の 子 ど り，イ ワ タ ケ と りな ど，山 や 川 で の 狩猟採 集な ど，「きわ め て 身体的な，

　自然 の な か に 身体 を お き身体 を 媒介 と して 対象物 と の 出会い を 求め る 行為 」 （松井，1998； 169） を マ イ

　ナ
ー

サ ブ シ ス テ ン ス と よ び
，

こ の よ うな 活動 は
，

「身体全体 を 通 し て 自然 と の 直接的 な 関わ りを 体験 さ

せ ，その 時そ の 場所に お い て ，深 く自然に つ つ まれて い る こ とを 鮮烈 に 体感 させ る とい う点で ，さ らに

突出 した 意味を 記憶 の 沈殿 の 深層に もた らす 」 （松井，1998：170） とい う。
これ らの 活動の 記憶や経験

　が 共 有さ れ，祭 りの か た ち に な っ て い くの で あ る 。

（9） 4〜5件か ら 十数件に わ た る小集落で，「部落」 や 「くみ 」 と呼ば れ る こ と もある が，た い て い は 地

　名で よ ば れ る。

（10） 「諸塚村 の くら し と 自治公 民館活動 ecつ い て の ア ン ケ
ー

ト」 （2003年）諸塚村自治公民館活動 の あ

　り方見当委員会 （諸塚村教育委員会，ア ドバ イ ザ ー
：九州大学　佐藤宣子） に よ る。

（11） 藤村 （2002）を 参照。ま た ，家中茂 （2002）は ，「生成す る コ モ ン ズー
環境社会学 に お け る コ モ ン

　ズ 論 の 展開
一

」 r開発 と環境の 文化学』 樹書林，に お い て，資源管理 論 の 近年 の 展開 に つ い て ま とめ て

　い る 。

（12）　 ん十 川 （1999｝は，利用 や 手入 れ がな され な くな っ た結果 と し て 汚れ て し ま っ た堀（ク リーク）の 再

　生 運動 を 取 り．Lげ る な か で，堀 の 状態を よ くな い と思 い つ つ も，行政 や 外部か らの 堀再 生 運動 の 呼び か

　けに す ぐに は 答 え られ な い 人 び と に 注 目 し て い る 。こ こ で 描 か れ て い る ，ム ラづ くり と結 び つ け た 堀の

浄化 とい う方向性 を もっ た 働 きか けに た い し て ，ム ラ の 内部の 人間関係や堀 に ま つ わ る 集落の 歴史を ふ

　ま え た うえ で ，状況 を 見 な が ら違 っ た ア プ ロ
ー

チ か ら動 こ うとす る 人び と もま た ，「無事 に 暮 らす 」 こ

　とを め ざして い る とい える。
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                          '

                   Agricultural Life in Local  Areas

                               FUJIMURA  Miho
                                           '

                               Faculty of  Agriculture
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    We  are  overcome  with  a  nameless  fear about  our  own  food. And  many  people have

 begun to be concerned  about  agriculture.  On  the other  hand, the man  who  decides to

 work  in agriculture  also  feels uneasy  about  his life. This is an  environmental  problem

 that concerns  agriculture  and  food. 
'

    I think that these two  anxieties  are  related,  This is because both agriculture  and  eat-

 ing are  acts  directly connected  with  nature.

    In this paper, I try to describe the  life of  a  peasant with  this anxiety.  I clarify  how

 anxiety  is an  environmental  problem,

    The Japanese rural  village  has been studied  from the vantage  point  of  the agricultural

 structure  or  the view  of  community  based resource  management,  And  the rural  area  has

 been focused on  from  a context  of  economical  difficulty in contrast  to the with  urban  ar-

 ea.  But  these contexts  fail to consider  minor  subsistence  and  non-eeonomical  acts  like

 traditional enshrining.  
'
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    To  see  these, one  key  word  is time,  and  another  is  
"locality".

Keywords : time, resource  mancrgement,  locaZlity

36


