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◇
弥
生
時
代
は
鉄
の
時
代
 

　
弥
生
時
代
は
、
日
本
で
鉄
製
品
が
使
わ

れ
始
め
た
時
代
で
す
。
中
国
大
陸
や
朝
鮮

半
島
と
の
交
流
が
活
発
に
な
り
、
そ
れ
ま

で
日
本
に
は
な
か
っ
た
鉄
製
品
が
も
た
ら

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
鉄
の
加
工
技
術
も
伝

わ
り
、
素
材
を
輸
入
し
て
国
内
で
も
製
品

を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る

「
鍛
冶
屋
さ
ん
」
は
弥
生
時
代
に
誕
生
し

た
わ
け
で
す
。
加
工
技
術
は
し
だ
い
に
広

が
り
、
宮
山
遺
跡
が
栄
え
た
2
〜
3
世
紀

に
は
、
多
く
の
地
域
で
鉄
製
品
が
使
わ
れ

ま
し
た
。 

　
原
料
を
国
内
で
調
達
し
て
鉄
製
品
を
生

産
し
た
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
確
実
な
証
拠

が
な
く
、
研
究
者
の
意
見
が
分
か
れ
ま
す

が
、
鉄
の
素
材
は
輸
入
に
依
存
し
て
い
た

と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
す
。 

　
輸
入
す
る
素
材
の
量
は
限
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
、
当
時
の
未
熟
な
加
工
技
術
で
は
、

効
率
よ
く
大
量
生
産
す
る
の
は
難
し
か
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
数
が
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時

に
希
少
価
値
が
生
ま
れ
、
鉄
製
品
を
欲
す

る
集
落
間
で
争
奪
競
争
が
あ
っ
た
こ
と
が

想
像
で
き
ま
す
。
鉄
は
優
れ
た
農
工
具
や

武
器
に
加
工
で
き
、
そ
の
保
有
量
が
集
落

間
の
力
関
係
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

思
わ
れ
ま
す
。 

 ◇
火
の
国
は
鉄
の
国
 

　
阿
蘇
を
中
心
と
し
た
中
九
州
地
域
の
遺

跡
は
、
大
量
に
鉄
製
品
が
出
土
す
る
こ
と

で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
熊
本
県
内
の
弥

生
時
代
後
期
の
遺
跡
か
ら
は
、
多
く
の
鍛

冶
場
の
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、

阿
蘇
で
は
一
つ
の
遺
跡
か
ら
の
出
土
量
が

多
く
、
形
が
不
明
確
な
も
の
も
含
め
て
狩

尾
遺
跡
群
で
3
1
8
点
、
下
山
西
遺
跡
で

1
5
2
点
、
小
野
原
遺
跡
群
で
1，

0
0
0
点
以
上
出
土
し
て
お
り
、
宮
山
遺

跡
で
も
1
0
0
点
以
上
の
鉄
製
品
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
全
国
的
に
見
て

も
群
を
抜
く
多
さ
で
す
。
鍛
冶
場
や
鉄
製

品
が
あ
る
遺
跡
は
、
熊
本
県
で
は
菊
池
川
・

白
川
・
緑
川
沿
い
に
あ
り
、
大
分
県
で
は

大
野
川
沿
い
に
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。 

 

　
そ
れ
ら
す
べ
て
の
川
の
上
流
は
阿
蘇
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
、
火

の
国
に
は
鉄
が
溢
れ
、
そ
の
中
心
に
は
阿

蘇
が
あ
っ
た
の
で
す
。（
図
1
） 

 ◇
繁
栄
の
源
泉
「
ベ
ン
ガ
ラ
」 

　
鉄
製
品
だ
け
で
な
く
、
宮
山
遺
跡
を
は

じ
め
と
す
る
阿
蘇
の
遺
跡
で
は
、
様
々
な

地
域
で
作
ら
れ
た
特
徴
的
な
土
器
が
出
土

し
て
い
ま
す
（
図
2
）。 

　
こ
れ
は
、
様
々
な
地
域
と
の
交
流
が
活

発
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
証
で
す
。
弥

生
時
代
の
阿
蘇
は
決
し
て
山
に
囲
ま
れ
た

閉
ざ
さ
れ
た
地
域
で
は
な
く
、
九
州
の
東

西
南
北
に
窓
を
開
い
た
文
化
交
流
の
中
心

地
だ
っ
た
の
で
す
。 

　
弥
生
時
代
の
阿
蘇
が
交
流
の
中
心
で
あ

っ
た
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
・
・
・
？
 

　
大
き
な
要
因
は
、
地
理
的
に
「
九
州
の

へ
そ
」
に
位
置
し
て
各
地
域
と
の
距
離
が

近
い
こ
と
と
、
赤
色
顔
料
「
ベ
ン
ガ
ラ
」

の
材
料
と
な
る
褐
鉄
鉱
を
豊
富
に
産
出
す

る
こ
と
で
す
。 

　
古
代
に
お
い
て
、
赤
は
「
生
命
」
を
象

徴
し
て
死
者
の
再
生
や
復
活
を
願
う
特
別

な
色
で
し
た
。
ま
た
、
邪
悪
を
封
じ
る
強

力
な
魔
よ
け
の
力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
、

死
者
を
埋
葬
す
る
棺
の
中
に
撒
い
た
り
、

装
飾
古
墳
の
壁
画
に
死
後
の
世
界
を
描
く

顔
料
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。 

　
ベ
ン
ガ
ラ
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
儀

式
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
物
と
し
て
珍
重
さ

れ
、
そ
の
需
要
は
大
き
な
も
の
だ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
阿
蘇
は
、
当
時
に
お
け
る

最
大
の
ベ
ン
ガ
ラ
輸
出
国
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
ベ
ン
ガ
ラ
輸

出
の
利
益
と
し
て
大
量
の
鉄
製
品
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
巧

み
な
ベ
ン
ガ
ラ
外
交
に
よ
り
阿
蘇
は
繁
栄

し
て
い
っ
た
の
で
す
。 

 

 
宮山遺跡通信 No.8

阿
蘇
の
過
去
　
そ
し
て
未
来
　
〜
宮
山
遺
跡
か
ら
見
え
る
も
の
〜
 

写真１　宮山遺跡で出土した鉄製品 
左から　（やりがんな）・鉄斧（てっぷ）・鉄鏃（てつぞく） 

※　は木材を削り表面の仕上げをする道具 
 

図1　鍛冶場のある遺跡 
１.狩尾遺跡群　２.西弥護免遺跡　　３.山尻遺跡　　４.二子塚遺跡 
５.小糸山遺跡　６.方保田東原遺跡　７.諏訪原遺跡　８.下前原遺跡 
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あ
そ
ん
も
ん 

◇
過
去
か
ら
未
来
へ
 

　
8
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
た
宮
山
遺
跡

通
信
は
、
今
回
で
最
終
回
と
な
り
ま
す
。

宮
山
遺
跡
だ
け
で
な
く
、
地
中
に
埋
も
れ

て
い
る
遺
跡
か
ら
阿
蘇
の
過
去
の
姿
が
浮

か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
遺
跡
に
限
ら
ず
、

地
域
に
数
多
く
残
さ
れ
た
文
化
財
に
は
、

阿
蘇
に
暮
ら
し
た
先
人
た
ち
の
遠
い
日
の

記
憶
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 
か
つ
て
、
太
古
の
阿
蘇
は
未
開
の
地
と

言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
の
発
掘
調
査
で
、
阿
蘇
に
は
古
く
か
ら

人
々
が
生
活
し
、
様
々
な
地
域
と
の
交
流

を
通
じ
て
、
多
様
な
文
化
を
吸
収
し
た
先

進
的
な
地
域
と
し
て
、
独
自
の
地
位
を
築

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。 

　
特
産
物
を
生
か
し
て
、
多
地
域
と
交
流

し
た
古
代
の
阿
蘇
人
の
活
躍
は
、
阿
蘇
の

現
在
と
未
来
の
繁
栄
を
考
え
る
上
で
、
大

き
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

図2　阿蘇で見られる他地域の土器 

問い合わせ先 
○教育委員会事務局社会教育係 
　TEL 22‐3229 
○宮山遺跡整理作業所 
　TEL 34‐1643 
○Eメール 
　kyouiku@city.aso.lg.jp

野焼きボランティアの流す汗 
　　　　　阿蘇の広野に輝く 

野焼きを再開する牧野組合 

▲日の尾牧野の輪地切りを手伝う90人のボランティア（2月23日） 

　今月、外輪山や阿蘇山麓の原野で、代々伝わる独特の農作業「野焼き」
が行われます。しかし、この野焼き作業の現場が近年変わりつつあり
ます。 
　十数年前から後継者不足による農業者の減少や高齢化で野焼き継続
が危ぶまれ、その危機に、草原保全に取り組む(財)阿蘇グリーンストッ
クが野焼きボランティアの導入を発案、呼びかけを開始されました。
　最初のボランティア作業開始から今年で10年になりますが、これま
でに、防火帯つくり（輪地切り）と野焼きに延べ約8千人もの方たちが
草原に入り作業を手伝われてきました。今や、ボランティア活動なく
しては現在の面積での野焼きはできない現状になっています。 
 

　今年、一の宮町日の尾牧野組合
（岩永照雄組合長ほか19人）が、
ボランティアの手を借り、11年ぶ
りに野焼きを行います。阿蘇市内
では田子山周辺の牧野に継ぎ2例目
です。 
　岩永組合長によると「日の尾は
根子岳の近くで谷が多く急傾斜の
ため野焼きには苦労する所。人手

が減り止めていた。しかし今回、
環境省や市から話があり、組合で
相談したところ、皆が、阿蘇の
草原再生に立ち上がり全員一致
で再開が決まった。」と、雑木
化した草原の野焼きが無事に終
わり、緑の草地に生まれ変わる
事を願われました。 
　「人が緑をつくる。」阿蘇の広大な草原は、多くの人たちの思いと
汗により存続しています。 

▼輪地切り場所等をボラン 
　ティアに説明する岩永組 
　合長 


