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里山の歴史 ・ 文化的な環境 を未来に伝えるために

　　　　　　
一

土浦市宍塚の 里 山に お け る試み
一

（NPO 法人

　及 川 ひ ろ み

宍塚 の 自然 と歴 史 の 会　理 事長）

1．は じ め に

　茨城県 つ くば市に 隣接 した土浦市宍塚 に は ，広さ約 100haの 里山がある。こ の 里山の 中央に

3ha ほ ど の 「大」 の 字状 の 池が あ り，宍塚大池 と呼ばれ て い る 。
こ の 池を 取 り囲 ん で 分布す る

コ ナ ラ 林な ど の 二 次林や ，ス ギ林， マ ツ 林 な どの 植林地が 70ha の 面積を 占め て い る。雨 水 に 加

えて 林か らの わ き水 （地 下水）が 池 の 水源 とな っ て い る 。 面積の 割に長 い 岸辺 は護岸工事が され

て い な い た め ，複雑に 人 り組ん で お り，狭い な が ら も湿原 ， 谷津田 （
一

部は 休耕 田 ），畑
， 草地

な ど も点在 し，ぎわ め て 多様 で優れた 景観を 呈 し て い る 。 しか も，生物多様性 に も富む地 で ある

こ とも知 られて い る 。

　宍塚大池周辺 は 自然環境の み な らず遺跡 ， 文化財 の 宝庫 で もある 。 国指定史跡 の E高津 貝塚 ，

宍塚古墳群な ど旧石器時代，縄文時代，弥生 時代，古墳時代の遺跡が点在 し，国の 重要文化財の

梵鐘を 有す る般若寺 もあ り，近 世の た たず まい を残す家並みや h 造物な ど，豊富な歴史遺産を併

せ もつ 貴重な地 域で あ る。

　 自然環境の 面か ら も歴史的な面か ら も貴重な こ の 宍塚地域は ，環境省 r特定植生群落』 （環境

庁，1981＞，茨城県 r銃猟禁止区域』 （茨城県，1982），文化庁 r日本 の 文化的景観 一 「農林水

産業に 関連する 文化的景観の 保護に 関す る調査研究報告」 の 重要地域』 （文化庁，2003）， 日本昆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 虫学会 r昆虫類 の 多様性保護 の た

ll難轢1繋1隷邏離糶1鬻嬲蠶；1禦 ・ 唖 要 贓 ・ ・暇 虫学会，
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城県，2003），朝 日新聞社 r茨城

の 自然 100選』 （朝 口新聞社 ，

1989）等に も選定 ・指定 されて い

る 。

　 こ の 宍塚地 域を対 象 に ， 1989

年に 「宍塚の 自然 と歴史の 会」 は

発足 し
，

2003年に は NPO 法人 と

な っ た 。 発足以来の 基本的 目標は
，

多様な生き物を育む里 山生態系 と
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歴 史や文化を保全し，さら に は こ の 地域の 特性に即 し た か た ち で ，未来の 子ど も達に郷土 の 宝を

継承する こ とで ある 。こ の 目的 を達成 す るた め に は 多様な活動が必 要で あ る 。 会の 主な活動項 目

を あげる と以下 の とお りで ある 。

　  里 山の 現状 と歴 史的背景を調べ ，得られた結果を広め る活動

　  里山の 自然に つ い て調 べ ，保全方法を 探る活動

　  里山を保全，再生す る活動

　  子 ど もた ち ， 若者 ， 市民 へ
，

里山の価値を知 らせ る活動一 環境教育活動

　  他団体 との 連携

2．里 山の現状 と歴史的背景を調べ ，得 られた結果を広 め る活動

　背景 ：現在，里 山と呼ばれて い る景観は ，人 々 が農業を営む中で 形成 された 歴史的所産で あ る 。

そ もそ も里山 と い う概念が生まれ，広 ま っ て きた の は ，1960年代 に 始 ま っ た 高度経済成長期以

降，日本の 社会 ・経済構造が 大きく変化す る中で ，農村景観が劇的に 変貌し，失われ て きた こ と

が契機で あ っ た 。 以前は 余 りに もあ りふ れた存在だ っ たた め に ，と くに 注 目され る こ と も少な か

っ た農村景観に ， 里 山とい う名前を与え， 焦点をあて
， 里山の 管理 ，利用力法，その 背景とな る

暮 らしや農業，里山の文化を 記録 し，保存する こ とを緊急課題 と考え，次の よ うな活動に と り く

ん で きた 。

　現状 ： 宍塚の 里 山，100ha の うち お よそ 75　ha が私 有地 で あ る 。 しか も 40年以 Rも前か ら全

域を覆 うよ うに 開発計画が あ り，オ ィ ル シ ョ ッ ク，バ ブル の 崩壊 と い っ た幾多の 開発を 断念せ ざ

るを得なか っ た状況が続き， しか も現在 も十浦市は 業務地 な ど とし て整備す る こ とを総合計画 で

うた っ て お り，地権者の 多 くが開発を望ん で い る と言われて い る 。都市近郊 の 里 山 は ど こ も同 じ

よ うな問題を抱え
， その 多 くが開発され ，住宅地，商業地 ，また工場用地 へ と変貌を とげ，現在，

都市近郊に あ り，100ha も の 面積を持つ 里山 は 全国的に 見て も稀な もの とな っ て い る 。し か し，

都市近郊に位置する 里山 は 国 の 環境基本計画 の 施策に と り上 げられ て い る 「自然 と の ふ れあ い 」

の 面か ら も，また生物 多様性保全の 立場か らも人 きな役割を持つ と考え られ，そ の 総て を保全す

る こ とを願 い 活動 して きた （上浦市 の 総合計画 の 変遷を見る と ， 宍塚地域 に つ い て 土浦市第 5 次

総合計画で は 開発予定地 と し て い たが ，第 6 次総合計画で は 開発 と保全を併記 し，さ らに 現在策

定中の 第 7次総合計画案で は さ らに 踏み込んだ表現を と っ て い る）。

　活動 の 経緯 ： 活動を始め る に あた っ て ， こ の 場所が暮 ら しと密接 に つ なが っ た 歴史的な背景を

捉 え る こ との 重 要 さ か ら会の 名称を 「宍塚 の 自然 と歴史の 会」 と し た 。 また，保全を
一

部 の 人 々

が望ん で い る の で は な い と言う状況を作 り出す こ とが重要な こ とか ら ， 会発足当初か ら地域 の 方，

宍塚を訪れる多 くの 方 々 か ら話を聞 くこ とを心が けて きた 。 と くに地元の 方 々 が 宍塚に つ い て ．

大池に つ い て どの よ うな思 い を描 い て お られるか を知 りた い と ， 宍塚 の 里山で 出会 っ た 多くの 方

々 か ら話を 聞 くこ とを 心掛 けた 。 話を 聞 くな か で 池の 対岸の 小 山 は 「ぐみ ぬ き山 」，そ の 隣が
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写 真 2　『続 聞 き書 き 里 山の 暮 ら し一 土 浦市 宍塚 』

「亀の 甲」 また ，「ゲ ン ベ ー山」 「五 斗蒔谷津 」，

「稲荷谷津」 などの 地名，昔池 で 泳 い だ， うな ぎ

が採 れた，林 は松が 多か っ た。松葉を さ ら っ て 苗

床 に 入 れた ……話は 尽 きる こ とな く続 き，後 日自

宅を訪問し さら に詳し い 話を聞き，大切 に 保管し

て あ っ た 思 い 山 の 品 々 な ど を拝見す るな ど し な が

ら，聞き書き活動の 原型が作 られ て い っ た 。

　 また ， 会が発足 した 当初 ，
「観察会 」 を計画 し

たが，散策路は 市道で あ っ て も，宍塚で 行 う観察

会で あるか ら区長に 挨拶をする こ とが必要 と考え，

「観察会を させ て ほ し い ，観察路の 草刈を さ せ て

欲 し い 」 と区長 に 願 い 出た 。区長 は毎年交代 し，

し か も旧家が 勤め る こ とが多か っ た こ とか ら，区

長 が 新た に 決まるた び に 訪問 し，昔の 宍塚 の 話を

聞い た。聞い た こ と の 多 くは 会報 「五 斗蒔 だ よ

り」 に 掲載 した 。

　活動の 意義 ：活動を通 し て ，40〜50年前頃か ら暮 らし の様子が 大き く変わ っ た とは 言 え，農

業や 凵常の 暮 らし と自然が 深 く結 びつ い て 生み 出され て きた こ の よ うな場所が，先祖の 知恵 の 結

晶，ま さに 文化財とい え る 場所 で あ る こ とが 明白 に な っ た。そ し て ，暮ら し の な か で培われて き

た必 要な知恵や 大切な文化を失 っ て い る現状で あ り，里 山の 未来を 考える時，こ れ ま で の 人 と里

山の か か わ りを ，そ の 土 地 そ の 1地 に 即 し て 学ぶ こ とが 急が れ る課題で あ る こ とも明確に な っ た 。

　活動方法 と内容 ： 会 の 活動 の 多 くが 部会組織 で 行われ て い る 。 会設立当初か ら 自主的に 行われ

て きた 聞き書 きを中心 と した 地域の 歴 史，文化に 関わ る 活動を 1997年歴史部会 と し て 立 ち 上 げ

た
。 そ の 後聞き書き活動 ， 資料収集を さ らに 活発化 させ ，地 元 12 人 の 方か ら聞 い た 話，収集 し

た 資料 を 基 に ，1999年 r聞 ぎ書 ぎ里山の 暮 らし 一 一L浦市宍塚』 （宍塚の 自然 と歴 史の 会 ，

1999）を出版 した。内容は宍塚 に 暮らす方の 20世紀数十年間の 時空両 面の定点の 記録，地元 の

方 々 宍塚に つ い て書か れた随筆，1960年 （昭和 35 年） ご ろ の 大池周辺の 土 地利用図，大池周辺

の 呼び 名，太閤検地 に み る昔 の 宍塚 の 地名，1875年 （明 治 8年）開学 の 宍塚小学校 の 金庫か ら

見つ けた 1905年 （明治 38年）か ら 1911年 （明治 44年）農産物収量 ，耕作面積な ど の資料，明

治以降の 年表 （⊥浦市とそ の 周辺 ， 宍塚 の で きご と）等 々 で ある。

　学校教 育に お い て も地 域の 歴史 ・文化を理解する こ とは きわ め て 重要な課題で あ る こ とか ら，

小学校高学年以 ト
， 中学生 の 利用 を 配慮 し て 作成 し た

。
2000 部出版 し た

。 茨城県 内の 県 ， 市町

村立 図書館，希望す る 小 ・中 ・高等学校 ，市役所 ，教育委員会等へ 寄贈 した 。 2000年に は 茨城

県中学校推薦図書に 選定 され，また，r聞 き書 き里山の 暮 らし一 土浦市宍塚』 は 生 態保全学会

の学会誌に 紹介 された 。

　　　そ の 後，歴 史部会 に 加わ り活動す る 人の 数 も増え ，2005年 r続聞 き書き里 山 の 暮ら し
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一 一」浦 市宍塚』 2000部を 出版した 。

こ の 聞き書 き本は 地 元 44 名の方か らの 協力を 得て 完

　　成す る こ とが で きた 。 個 人 の記録 の 他に
， 多数 の 方 々 の 情報を もと に ，農業用水，山仕事，

　　 田 ん ぼ と稲作，畑 と作物，食牛活，住ま い ，衣生活，年巾行事，聞き書 きに で て きた 動植物

　　等テ ーマ ご とに 整理 しま とめ た 。 資料 は t 地図 （1883年 〔明治 16年〕迅速地 図）小字名地

　　図等 ， 文献資料，航空写真，昔の 写真の 収集等の 資料収集を 行 っ た
。

　　　確か な情報 とす るた め に ，少な くとも一人 5回 以上聞き取 りを行い ま とめた 。また ，何時

　　の 話で ある か を確認 しなが ら記録 した 。昔の 道具な ど は 写真で ，歌，II昌え文句な どは録音し

　　て 記 録した 。 当然，生活 も精神的 に もか な り厳 し い もの があ っ た こ と は容易に 想像で きる が ，．

　　お 年寄 りた ち は皆淡 々 と語 られ，厳し い 暮らしの 話は 強 く語 られ る こ とは な く，
ま た 聞い て

　　欲しい 訳 で は な い こ とが伝わ っ て きた
。 それ よ り，も っ と語 りた い こ とが あ り，それは ，壁

　　山の 暮 ら しが 今思 うと夢の よ うな 日 々 で あ っ た こ と，懐か し い 思い 出が言占ま っ た暮 らしを記

　　録 し て くれ る者の ある こ との 喜び が感 じられ ， 汲め ど も尽 きぬ泉の よ うに あふれ 出る話を書

　　 き留め た 。今記録 に 留め て おかな ければ，記憶さえ失わ れ て し ま う里山の暮 らし の 話を記録

　　 した 。 例え ば，「頭 は シ ャ ン プ ー代わ り粘 ［：を使 っ て 洗 っ て もら っ た 。 洗い 終わ る と，梅 ［
’

　　を とん とん ト ン と こ す りつ け て くれ る の 」。
こ れ は 現代の 「泥 パ ッ ク 」，梅十 は 「 リ ン ス 」

　　
・・…

。 科学的，合理的な，無駄の な い 生活 の話は ，まさ に 知恵 の 結晶の よ うに 感じられ た。

　　また あるお年寄りを訪問 して ，「ぼろ帯」 と呼ばれ る 野良着 の 帯 （裂き織 りの 帯）を 見せ て

　　 い ただ い た とき，そ の 美 し さ に 感激 し た 。過酷な労働 の な か で 受け継が れ て きた文化，
一

人

　　ひ とりが もつ 豊富な技 に 驚か された 。 今 で は 確認す る こ との で きな い ゲ ン ジボ タ ル （キ ノ ボ

　　タ ル と呼ばれ て い た）や ゲ ン ゴ ロ ウ，タ ガ メ な ど の 生 き物 の 記録もで きた
。

キ ノ コ の 話は お

　　年 よ り多 くの 方の 話に 出て きた が
， 今で は 茨城県全体で も見 る こ とが で ぎな い 種類 も数多 く

　　で て きた
。

　 こ う し た な か で ，聞 き手の 多 くが 話を聞 く前は蝶， トン ボ，植物な ど里 山 の 生き物に 心 を 奪わ

れ る こ とが多か っ たが， こ の 聞き書き活動に よ っ て ，お み な え し，1」1百合など里山に 咲 く花 々 が

暮 ら し の 糧で あ っ た こ とを知 っ た 。 そ して な に よ り人 と人 の つ なが りの 温か さ，ぬ くも りが地域

社会 の 根底に ある こ とを 感 じる こ とが で きた 。
こ れ ら，人 と人 の つ な が り こ そが農業 の 根底 に あ

り，集落を形成 し，まち づ くりの 根幹 とな っ て い る こ と を学 び，地元 を理解す る こ の 活動を抜 き

に 里山 の 保全 を語る こ とが で きない こ とを確信 した 。

　こ の 出版を機 に 地元 との 交流が さら に 深ま り，し だ い に お 年寄 りた ち は
， 思い 出を語るだけ で

な く，積極的に ，技を伝え て 下 さ る よ うに な っ た
。 そ の 1勺容は農作業 の あれ こ れ，昔の 遊び，藁

な い
， 草履作り，注連縄作 り，味噌や納豆 つ くり ， 蚕か らの 糸と りな ど多岐に わた っ て い る 。 縄

綯 い を教わ っ た 大学生た ちは ，練習し て 次に は
一緒に 子 ど もたち に教 え る よ うに な っ た。ま た ，

伝統行事 の うち ， 近年廃れ て い た 「青屋箸」 （旧暦 6 月に すす きの 箸で うどん を食べ る
一

麦の

収穫を祝 っ て の 行事と も言 われて い る）に 会とし て と りくみ 好評を 得て い る 。 会主催の 秋の 収穫

祭で は 毎年地元 の 行事食 「ぬ っ
ぺ 」 をお 年寄 りの指導で 作 っ て い る。

　そ して こ の 活動を始めた頃 「宍塚が ど こ に で もある つ まらな い と こ ろ 」 と認識 して い た地元 の

方 々 が ，最近で は ，胸を悵 り誇 りを持 っ て こ れ ま で の 暮 らしを考える よ うに な り，「自慢で きる

宍塚が 宝」 に な っ て きた よ うだ 。
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及川 ： 里 山の 歴史 ・文化的な環境 を未来 に 伝 え る た め に

図　「里 山の 暮 ら し」出版の 結果

　　　　　　　　　　．一 ＼

3，地元住民ではな いと い う自分 （たち）の 立場 に つ い て考え るこ と

　地 域 で 活動する民 間団体 と し て
， 利害 の 対立 に 及ぶ もの，個人情報 として 公表は避けるべ きも

の な どは掲載 しなか っ た 。 市民活動 と学術研究 との 違 い で ある 。

一方 ， 聞ぎ書き活動は 手間隙の

か か る作業 で あ るが
， 市民が 集い ま とめ る こ とは ，地域を 見つ め ，地域 の 将来を考え る上 で も大

きな意義を 持つ と考え られ る 。 そ して また ， 聞き書 きを始め た 当初 ，「宍塚 の 歴 史は 古い ，300

年前 の 新住民……
」 の 話を地元の 方か ら聞い た 。 そ こ で

， どん な に 親 し くな っ て も所詮は よそ者

で ある こ とを肝に 銘 じて い る 。 多 くの 地域で 新住民 と古 くか らそ の 地 に 住ん で い る人 との 間に は

とか く一
線が敷かれて い る と聞 く。そ の 溝を埋 め る こ とは容易 い こ とで は ない 。 村社会の 成 り立

ち を 考えれば無理 か らぬ こ とと考え て い る。常 に 無理は 禁物 と心 得て い る 。 市民が前面 に 立ち，

こ と に 当た る 必要 は な い
。

100ha の 里 山保全に は 地 元，行政，研究者，市民，学校……多様な

団体 ・個人 の 知恵 の 結晶な くし て 実現は 不可 能で ある。日的を 達成す る た め に 時間を掛け，し か

し機を逸す る こ とな く進め た い 。
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