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高野町内のさまざまな仕
し

事
ごと

第3章

田
た

畑
はた

で農
のう

作
さく

物
ぶつ

を作る仕事◎
耕地のようす

高い山が重なりあい、深
ふか

くきざまれた谷が多い
高野町は、耕

こう

地
ち

が非
ひ

常
じょう

に少ないところです。水田
が約

やく

32ha、畑
はたけ

が約39haで、両
りょう

方
ほう

合わせても高
野町の面

めん

積
せき

の0.5％です。
農
のう

業
ぎょう

がくらしを支
ささ

えていた江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

から、人び
とはせまい耕

こう

地
ち

で、いろいろな条
じょう

件
けん

を克
こく

服
ふく

しながら、
生
せい

産
さん

量
りょう

を上げるための努
ど

力
りょく

を続
つづ

けてきました。
戦後は農業技

ぎ

術
じゅつ

の向
こう

上
じょう

や、農薬や化
か

学
がく

肥
ひ

料
りょう

の使
し

用
よう

などから、平
へい

地
ち

におとらない生
せい

産
さん

量
りょう

をあげている農
家もありました。しかし、農業に従

じゅう

事
じ

する家はだんだん少なくなってきています。
米作り

高野町の地形や気
き

候
こう

は米作りに適
てき

しているとはいえません。
10a当たりの生産量は450kgほどで、和歌山県

けん

の生産量
（10a当たり約

やく

500kg）と比
くら

べると少し少ないです。
この理

り

由
ゆう

として、作物を育
そだ

てるための水が谷川の水で冷
つめ

たい
こと、太

たい

陽
よう

の当たる時間（日
にっ

照
しょう

時間）が短
みじか

いこと、土地がやせ
ていることなどが考えられます。

また、年間を通して乾
かん

燥
そう

しない沼
ぬま

田
た

が多
く、ほとんどの水田は二

に

毛
もう

作
さく

ができません。
1953（昭

しょう

和
わ

28）年７月18日の紀
き

州
しゅう

大
だい

水
すい

害
がい

（7.18水害または28年水害とも呼
よ

ぶ）
では、多くの水田が流

なが

されたり、土
ど

砂
しゃ

に埋
う

まったりしました。相
あい

ノ
の

浦
うら

と湯
ゆ

川
かわ

では、半分
以

い

上
じょう

の水田を失
うしな

ってしまいました。

畑で作られてきた農作物

富
ふ

貴
き

や杖
つえ

ヶ
が

薮
やぶ

には、茶畑がたくさんありま
した。茶は米や野

や

菜
さい

とともに、高野山へ納
おさ

め
る貴

き

重
ちょう

な税
ぜい

でした。富
ふ

貴
き

では明
めい

治
じ

時
じ

代
だい

以
い

降
こう

も
茶が作られ、和

わ

歌
か

山
やま

や大
おお

阪
さか

で売られました。
1918（大正７）年頃

ごろ

から、杖
つえ

ヶ
が

薮
やぶ

や筒
つつ

香
が

で養
よう

蚕
さん

が盛
さか

んになりました。杖
つえ

ヶ
が

薮
やぶ

では野菜
に代えて桑

くわ

が植えられました。家の中は蚕
かいこ

で
いっぱいになり、人の寝

ね

る場
ば

所
しょ

もなかったよ
うです。養

よう

蚕
さん

は、昭和時代の初
はじ

め頃
ごろ

から衰
おとろ

え
はじめましたが、筒

つつ

香
が

では第
だい

２次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が
始まる頃

ころ

まで、盛
さか

んに行われていました。
1877（明治10）年頃

ごろ

から、富
ふ

貴
き

ではたば
こが多く作られていました。葉

は

を乾
かん

燥
そう

させる
ための技

ぎ

術
じゅつ

が難
むずか

しかったため、一時途
と

絶
だ

えた
こともありました。しかし、乾

かん

燥
そう

技
ぎ

術
じゅつ

の向上
で、たばこを作る農家が次

し

第
だい

に増
ふ

え、和歌山
県
けん

の生産量
りょう

の10％を占
し

めることもありまし
た。現

げん

在
ざい

たばこは栽
さい

培
ばい

していません。
こんにゃくいもは富

ふ

貴
き

の特
とく

産
さん

物
ぶつ

でした。土
地がこんにゃくいもの生

せい

育
いく

に適
てき

しており、
1960（昭和35）年頃

ごろ

には、和歌山県全
ぜん

体
たい

の
３分の１を生産していました。

西
にし

郷
ごう

の作
さ

水
みず

や花
はな

坂
さか

など高野山の周
しゅう

辺
へん

では多
くの野菜が作られ、朝早くから高野山の寺の
台
だい

所
どころ

へ新
しん

鮮
せん

な野菜が運
はこ

ばれていました。
戦前から西

にし

郷
ごう

などで柿
かき

が作られ、現
げん

在
ざい

も出
しゅっ

荷
か

している農家があります。

1a（アール）と1ha（ヘクタール）について

年度 農家数（町内の戸数）
1960（昭和 35）年 733 戸（2152 戸）
1985（昭和 60）年 399 戸（2299 戸）
2000（平成 12）年 214 戸（2184 戸）
2015（平成 27）年 122 戸（1468 戸）

農
のう

家
か

数の推
すい

移
い

重なりあう高い山

養
よう

蚕
さん

所
じょ

たばこの栽
さい

培
ばい

こんにゃくいも
（注）�春に植え、秋に収

しゅう
穫
かく
することを３年以上くり返すことで、

大きく成長します。

西
にし

郷
ごう

の柿
かき

畑
ばたけ

東
ひがし

富
ふ

貴
き

の田
た

植
う

え

花
はな

坂
さか

の田

二
に

毛
もう

作
さく

同じ土地で１年に二度、
別の作物を作ること
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特
とく

色
しょく

ある工夫した取
とり

組
くみ

花
はな

坂
さか

では、よい農作物を作るために、温
おん

度
ど

と水分をきめ細かく管
かん

理
り

できるハウ
ス栽

さい

培
ばい

をしている専
せん

業
ぎょう

農家があります。現
げん

在
ざい

、ほうれんそう、こまつな、菊
きく

など
を栽

さい

培
ばい

しています。ハウス栽
さい

培
ばい

は、露
ろ

地
じ

栽
さい

培
ばい

とは違
ちが

い、土
ど

壌
じょう

の管理などが大
たい

変
へん

ですが、品
ひん

質
しつ

の良
よ

い作物を安
あん

定
てい

して収
しゅう

穫
かく

することができ
ます。

相
あい

ノ
の

浦
うら

・大
おお

滝
たき

ではコウヤマキやシャクナゲ
を多く栽

さい

培
ばい

しています。コウヤマキは、苗
なえ

木
ぎ

として販
はん

売
ばい

するには７年ほどかかります。高
こう

野
や

槙
まき

として販
はん

売
ばい

できるようになるには、少な
くとも10年は必要です。参

さん

詣
けい

者
しゃ

などへの販
はん

売
ばい

とともに、正月、盆
ぼん

、春と秋の彼
ひ

岸
がん

を中心
に年間を通じて出荷されます。

農業を守る取
とり

組
くみ

筒
つつ

香
が

と富
ふ

貴
き

では、住
じゅう

民
みん

が集
あつ

まって協力しな
がら農業を楽しむグループがあります。

筒
つつ

香
が

では、県
けん

内外の米作りに興
きょう

味
み

のある方
と一

いっ

緒
しょ

に作業を行い、農業のすばらしさや苦
く

労
ろう

などを伝
つた

え、交
こう

流
りゅう

しています。これは、耕
こう

作
さく

放
ほう

棄
き

地
ち

を減
へ

らし、水田を維
い

持
じ

する取組でも
あります。毎年、収

しゅう

穫
かく

した米は町内の学校給
きゅう

食
しょく

にも使われています。
富

ふ

貴
き

では、地元の人が集まってだいずやあ
ずきなどの豆

まめ

類
るい

を中心とした野菜作りをして
います。採

と

れただいずを使って、昔から伝わ
る農家独

どく

特
とく

の食文
ぶん

化
か

である「みそ作り」を行
い、農業とともにある豊

ゆた

かなくらしを楽しん
でいます。

野
や

菜
さい

作りのようす

高野山周
しゅう

辺
へん

地
ち

区
く

も高
こう

冷
れい

地
ち

であるため、
農
のう

作
さく

物
ぶつ

を育
そだ

てることに、気
き

候
こう

や気
き

温
おん

など
の影

えい

響
きょう

があります。しかし、寒
かん

暖
だん

差
さ

や傾
けい

斜
しゃ

地
ち

の日
にっ

照
しょう

時間、土
ど

壌
じょう

の改
かい

良
りょう

などを工
く

夫
ふう

しながら、豊
ゆた

かな自
し

然
ぜん

の中で、多くの種
しゅ

類
るい

の農作物を栽
さい

培
ばい

しています。
寒
かん

暖
だん

差
さ

が大きいと野
や

菜
さい

がおいしくなり
ます。特

とく

にほうれんそう、はくさい、
キャベツ、しゅんぎくなどの葉

は

物
もの

野菜は
柔
やわ

らかく、栄
えい

養
よう

価
か

も高くなります。また、
寒い間、大

だい

根
こん

やいも類
るい

などを畑
はたけ

の土の中
で一時保

ほ

存
ぞん

している家
か

庭
てい

もあります。
できた農作物はＪ

ジェイ

Ａ
エー

（農
のう

業
ぎょう

協
きょう

同
どう

組合）
や市場、スーパーマーケット、地元の商

しょう

店
てん

などに出
しゅっ

荷
か

されます。また、家
か

庭
てい

での
食
しょく

事
じ

に使
つか

ったり、親
しん

戚
せき

や身
み

近
ぢか

な人に分け
たりするために、農作物を生

せい

産
さん

している
人もいます。

野菜を育てるためには、土の準
じゅん

備
び

、植
う

え付
つ

け、除
じょ

草
そう

、支
し

柱
ちゅう

やネット立て、整
せい

枝
し

や剪
せん

定
てい

、追
つい

肥
ひ

、消
しょう

毒
どく

など、大
たい

変
へん

多くの世
せ

話
わ

が必
ひつ

要
よう

です。それでも、たくさんの野
菜が収

しゅう

穫
かく

できたとき、生
せい

産
さん

者
しゃ

は大きな喜
よろこ

びを感
かん

じています。
農作物は、わたしたちが生きていくた

めに欠
か

かせない食べ物であり、それを生
産することはとても大切でやりがいのあ
る仕

し

事
ごと

です。

種
たね

をまき野菜苗
なえ

を育てる育
いく

苗
びょう

のようす

傾
けい

斜
しゃ

地
ち

の畑（杖
つえ

ヶ
が

薮
やぶ

）

春と秋の年に２度できる、じゃがいも栽
さい

培
ばい

ハウス内のほうれんそう

防
ぼう

草
そう

や保温のためのマルチシート（たまねぎ栽
さい

培
ばい

）

コウヤマキの苗の栽
さい

培
ばいつるを伸ばす野菜に張

は

ったネット（うすいえんどう栽
さい

培
ばい

）
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これからの高野町の農業

高
こう

齢
れい

の生産者にとって、田
た

畑
はた

の草
くさ

刈
か

りや消
しょう

毒
どく

、傾
けい

斜
しゃ

地
ち

での農作業は大
たい

変
へん

です。最近では、
シカやイノシシなどによる農作物への被

ひ

害
がい

が
増

ふ

えており、防
ぼう

護
ご

柵
さく

などで対
たい

策
さく

をしている生
産者も多くいます。農作物を動

どう

物
ぶつ

から守る取
組に対しては、町から補

ほ

助
じょ

金
きん

が支
し

給
きゅう

されてい
ます。

2018（平成30）年から、高野町の事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、富
ふ

貴
き

の休
きゅう

耕
こう

地
ち

でビールの原
げん

料
りょう

となるホッ
プを栽

さい

培
ばい

しています。これを使
つか

って生産した
地ビールは、高野町でしか味わうことができ
ない特

とく

産
さん

品
ひん

です。地元の資
し

源
げん

を活用したこの
取組は、地

ち

域
いき

が潤
うるお

うとともに、住
じゅう

民
みん

とホップ
の栽

さい

培
ばい

に関
かか

わる人びととのつながりを築
きず

く役
やく

割
わり

も果
は

たしています。
各
かく

地
ち

域
いき

では多くの種
しゅ

類
るい

の農作物を栽
さい

培
ばい

して
います。品

ひん

質
しつ

の良
よ

い野菜などを安
あん

定
てい

して収
しゅう

穫
かく

するためには、質
しつ

の良い土作りが大切です。
そのため、高野町では農家の人と協

きょう

力
りょく

して、
農作物が元気に育つための土

ど

壌
じょう

改
かい

良
りょう

資
し

材
ざい

を開
かい

発
はつ

しました。この資材を使うことによって、
収
しゅう

穫
かく

量
りょう

の増
ぞう

加
か

が期
き

待
たい

されています。

地
ち

産
さん

地
ち

消
しょう

の取
とり

組
くみ

「高野やま里市」

2011（平
へい

成
せい

23）年から、地元で採
と

れた農
のう

作
さく

物
ぶつ

を地元で消
しょう

費
ひ

する地産地消の取
組「高野やま里市」が行われています。毎週水曜日の朝、生

せい

産
さん

者
しゃ

は採
と

れたての農
作物を２つの商

しょう

店
てん

に納
おさ

め、産直野
や

菜
さい

として販
はん

売
ばい

します。消
しょう

費
ひ

者
しゃ

は地元で採
と

れた新
しん

鮮
せん

な旬
しゅん

の野菜などを近くのお店で買うことができます。
「高野やま里市」には生産者であれば、誰

だれ

でも参
さん

加
か

することができます。地元
の農作物を通じて、町内の生産者、消

しょう

費
ひ

者、商店の３者の関
かん

係
けい

がより身
み

近
ぢか

になる
もので、とても意

い

味
み

のある取組です。このことは、生産者にとって栽
さい

培
ばい

の意
い

欲
よく

が
一
いっ

層
そう

高くなることにもつながります。
出
しゅっ

荷
か

している生産者の多くは専
せん

業
ぎょう

農家ではありません。しかし、野菜を種
たね

から
育
そだ

て収
しゅう

穫
かく

、そして包
ほう

装
そう

までの作業を心を込
こ

めてていねいに行い、商品を店頭に並
なら

べています。

生産者の話
わたしはほうれんそう、みずな、こまつななどの葉物野菜を中心に栽

さい

培
ばい

しています。ハウスの

中での栽培がほとんどです。トマトも栽培しています。わたしのおすすめは、他ではあまり作っ

ていないルッコラです。わたし自身これが大好きです。水
すい

耕
こう

栽
さい

培
ばい

ではなく土で育てるので、

ちょっと辛
から

みがありますが、それが本来の味
あじ

なんですよ。

収穫から販売までの流れ

土
ど

壌
じょう

改良資
し

材
ざい

地ビール

ホップ栽
さい

培
ばい

のようす

防
ぼう

護
ご

柵
さく

（ワイヤーメッシュと電
でん

柵
さく

の両
りょう

方
ほう

使用）

収
しゅう

穫
かく

検
けん

品
ぴん

荷
に

造
づく

り

陳
ちん

列
れつ

集
しゅう

荷
か

・運
うん

搬
ぱん

販
はん

売
ばい

土
ど

壌
じょう

改
かい

良
りょう

資
し

材
ざい

土の中のミネラルなどを増
ふ
やし、栄

えい
養
よう
豊
ほう
富
ふ
な野菜が

育つ補
ほ
助
じょ
をするもの
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米作り

米作りを行う水田の面
めん

積
せき

は、広いものは少なく、ほとんどが棚
たな

田
だ

です。採
と

れる
量
りょう

は多くありませんが、きれいな水があること、昼と夜の温
おん

度
ど

差
さ

が大きいことか
らおいしい米が採

と

れます。
稲
いな

作カレンダー

過
か

程
てい

時
じ

期
き

内
ない

容
よう

１ 種
たね

まき・育
いく

苗
びょう

４月 土と肥
ひ

料
りょう

を入れた育
いく

苗
びょう

箱
ばこ

に種
たね

をまき、水やりをして苗
なえ

を育てます。
苗
なえ

が育つ途
と

中
ちゅう

に病
びょう

気
き

にならないように薬
やく

剤
ざい

を与
あた

えます。

２ 田おこし

５月

稲
いね

がよく育つように水田に肥
ひ

料
りょう

をまき、トラクターなどで耕
たがや

します。

３ 代
しろ

かき どの稲
いね

も同じように育てるため、水田を練
ね

って平
たい

らにし、水の深
ふか

さがそろ
うようにします。

４ 田植
う

え
天気のよい日を選

えら
んで稲

いね
の苗

なえ
を水田に植えます。田植え機

き
が植え残

のこ
した所

ところ

は手で植えます。
防
ぼう

虫
ちゅう

のための薬
やく

剤
ざい

も与
あた

えます。

５ 消
しょう

毒
どく

・除
じょ

草
そう

６～８月
さまざまな稲

いね
の病気を防

ふせ
ぐための消

しょう
毒
どく

や、雑
ざっ

草
そう

を取
と

り除
のぞ

く作業をします。

６ 追
つい

肥
ひ

米がたくさん収
しゅう

穫
かく

できるように、肥
ひ

料
りょう

を与
あた

えます。

７ 稲
いね

刈
か

り・乾
かん

燥
そう

９月
コンバインなどで実

みの
った稲

いね
を刈

か
り取

と
ります。稲

いね
を束

たば
ねて棒

ぼう
にかける「はさ

がけ」などで稲
いね

を乾
かん

燥
そう

させます。現在は、機械で米を乾燥させているとこ
ろもあります。

８ 脱
だっ

穀
こく

・もみすり ９～10月
乾
かん

燥
そう

した稲
いね

からもみをとります。コンバインで稲
いね

刈
か

りから脱
だっ

穀
こく

まで行うこ
ともあります。
脱
だっ

穀
こく

したもみからもみがらと米（玄
げん

米
まい

）に分けます。

９ 精
せい

米
まい

10月（その都
つ

度
ど

） 米（玄
げん

米
まい

）から米ぬかを取り除
のぞ

いて、白
はく

米
まい

にします。

毎年高野町内の小学生が花
はな

坂
さか

で米作り体
たい

験
けん

をしています。わたしたちの主
しゅ

食
しょく

と
している米がどのように作られているのかを、現

げん

地
ち

で生
せい

産
さん

者
しゃ

の方から学びます。
田植え、稲

いね

刈
か

りを行い、収
しゅう

穫
かく

したもち米でもちつきをします。また、脱
だっ

穀
こく

後のわ
らを使って縄

なわ

結
ゆ

いについても教わります。

資
し

料
りょう

◎
高野町の農

のう

家
か

の推
すい

移
い

� （単
たん
位
い
：戸　資

し
料
りょう
：農
のう
林
りん
業
ぎょう
センサス）

2000（平成12）年 2005（平成17）年 2010（平成22）年 2015（平成27）年 2020（令和２）年

農
の う

家
か

数
す う 214 171 156 122 101

自
じ

給
きゅう

的
て き

農
の う

家
か

数
す う 122 116 108 85 73

販
は ん

売
ば い

農
の う

家
か

数
す う 92 55 48 37 28

専
せ ん

業
ぎょう

農
の う

家
か

数
す う 36 29 29 22

兼
け ん

業
ぎょう

農
の う

家
か

数
す う 56 26 19 15

第
だ い

１種
し ゅ

兼
け ん

業
ぎょう 15 5 3 1

第
だ い

２種
し ゅ

兼
け ん

業
ぎょう 41 21 16 14

用語の解
かい

説
せつ

用
よ う

語
ご

定
て い

義
ぎ

農
の う

家
か

経
け い

営
え い

耕
こ う

地
ち

面
め ん

積
せ き

が10ａ
アール

以
い

上
じょう

又
ま た

は農
の う

産
ぎょう

物
ぶ つ

販
は ん

売
ば い

金
き ん

額
が く

が年
ね ん

間
か ん

15万
ま ん

円
え ん

以
い

上
じょう

ある世
せ

帯
た い

自
じ

給
きゅう

的
て き

農
の う

家
か

経
け い

営
え い

耕
こ う

地
ち

面
め ん

積
せ き

が30ａ
アール

未
み

満
ま ん

かつ農
の う

産
ぎょう

物
ぶ つ

販
は ん

売
ば い

金
き ん

額
が く

が年
ね ん

間
か ん

50万
ま ん

円
え ん

未
み

満
ま ん

の農
の う

家
か

販
は ん

売
ば い

農
の う

家
か

経
け い

営
え い

耕
こ う

地
ち

面
め ん

積
せ き

が30ａ
アール

以
い

上
じょう

又
ま た

は農
の う

産
ぎょう

物
ぶ つ

販
は ん

売
ば い

金
き ん

額
が く

が年
ね ん

間
か ん

50万
ま ん

円
え ん

以
い

上
じょう

の農
の う

家
か

専
せ ん

業
ぎょう

農
の う

家
か

世
せ

帯
た い

員
い ん

のなかに兼
け ん

業
ぎょう

従
じゅう

事
じ

者
し ゃ

が１
ひ と

人
り

もいない農
の う

家
か

兼
け ん

業
ぎょう

農
の う

家
か

世
せ

帯
た い

員
い ん

のなかに兼
け ん

業
ぎょう

従
じゅう

事
じ

者
し ゃ

が１
ひ と

人
り

以
い

上
じょう

いる農
の う

家
か

第
だ い

１種
し ゅ

兼
け ん

業
ぎょう

農
の う

業
ぎょう

所
し ょ

得
と く

の方
ほ う

が兼
け ん

業
ぎょう

所
し ょ

得
と く

よりも多
お お

い兼
け ん

業
ぎょう

農
の う

家
か

第
だ い

２種
し ゅ

兼
け ん

業
ぎょう

兼
け ん

業
ぎょう

所
し ょ

得
と く

の方
ほ う

が農
の う

業
ぎょう

所
し ょ

得
と く

よりも多
お お

い兼
け ん

業
ぎょう

農
の う

家
か

高野町内の各
かく

地
ち

区
く

での野
や

菜
さい

栽
さい

培
ばい

野
や

菜
さ い

の分
ぶ ん

類
る い

品
ひ ん

目
も く

根菜類（こんさいるい）
（地

ち

下
か

部
ぶ

の茎
く き

や根
ね

を食
た

べる野
や

菜
さ い

）
だいこん、にんじん、じゃがいも、さつまいも、ごぼう、さといも、かぶ 
など

葉茎菜類（ようけいさいるい）
（葉

は

や茎
く き

を食
た

べる野
や

菜
さ い

）
はくさい、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ、こまつな、みずな、
ブロッコリー、ズッキーニ、レタス など

果菜類（かさいるい）
（果

か

実
じ つ

や種
し ゅ

実
じ つ

を食
た

べる野
や

菜
さ い

）
きゅうり、なす、トマト、ピーマン、かぼちゃ、とうもろこし、えんどう、
だいず、あずき など

一
いち

部
ぶ

の地
ち

域
いき

で生産している農作物など

地
ち

域
い き

品
ひ ん

目
も く

富
ふ

貴
き

みょうが、こんにゃくいも、トウキ、ブルーベリー、りんご
筒
つ つ

香
が

みょうが、菊
き く

いも
花
は な

坂
さ か

こんにゃくいも、菊
き く

、南
な ん

天
て ん

相
あ い

ノ
の

浦
う ら

、大
お お

滝
た き

シャクナゲ、コウヤマキ
富

ふ

貴
き

、筒
つ つ

香
が

、大
お お

滝
た き

、杖
つ え

ヶ
が

薮
や ぶ

まつたけ
西
に し

郷
ご う

柿
か き

兼
けん

業
ぎょう

従
じゅう

事
じ

者
しゃ

農業をしない時間に、1年間に30日以上会
社に行ったり、家で働

はたら
いたりしている人

田植え 稲
いね

刈
か

り 縄
なわ

結
ゆ

い
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た。また、2016（平成28）年には、高野山の保護林が「高野山コウヤマキ植物
群
ぐん

落
らく

保護林」から「高野山コウヤマキ希
き

少
しょう

個
こ

体
たい

群
ぐん

保護林」に区分も見直されまし
た。このようにして、高野山では、霊

れい

場
じょう

にふさわしい、美しい山林が残
のこ

るように
大切に保護されています。

国
こく

有
ゆう

林
りん

と保
ほ

管
かん

林
りん

金
こん

剛
ごう

峯
ぶ

寺
じ

は、開
かい

創
そう

から約
やく

1,000年にわたり、約3,000h
ヘクタール

aの森林を管理・保護
してきました。しかし、1873（明

めい

治
じ

６）年、
高野山地区の山林を除

のぞ

く約2,900haに、国か
ら上

あげ

地
ち

令
れい

が下され、高野山周
しゅう

辺
へん

の山林の大部分
は国有林となりました。これにより、金剛峯寺
は経

けい

済
ざい

的
てき

基
き

盤
ばん

であった山林のほとんどを失
うしな

うこ
とになりました。

それ以来、国有林となった山林を金剛峯寺の
所有にもどしてもらえるよう、国に対してさま
ざまな方

ほう

法
ほう

で働きかけが行われました。その甲
か

斐
い

あって、1918（大正７）年、保管林として
約2,600haの国有林が、金剛峯寺の管理下に

花
はな

坂
さか

地区の産直販
はん

売
ばい

所
しょ

「なるこ川販売所」

2014（平成26）年に、花
はな

坂
さか

の住
じゅう

民
みん

有
ゆう

志
し

で
作る「花

はな

坂
さか

さくら会」が、「なるこ川販売所」
の運

うん

営
えい

を始
はじ

めました。ログハウス風の建
たて

物
もの

で、
地元で採

と

れた米、はくさい、だいこん、こま
つな、かぼちゃ、たまねぎ、じゃがいもなど
の新

しん

鮮
せん

な野菜を販売しています。また、手作
りのこんにゃく、とうふ、金山寺みそ、木工

品
ひん

なども販売してい
ます。高野山への観

かん

光
こう

客
きゃく

など多くの人が
立ち寄

よ

り、地
ち

域
いき

の活
かっ

性
せい

化
か

につながってい
ます。

木を育
そだ

て、森林を守
まも

る仕
し

事
ごと

◎
保
ほ

護
ご

されてきた森林

約
やく

1,200年も前から、高野山は樹
じゅ

木
もく

がうっそうと茂
しげ

る山林に囲
かこ

まれていました。
しかし、たびたび大火に見

み

舞
ま

われ、消失した寺院などの復
ふっ

旧
きゅう

や修
しゅう

理
り

に、たくさん
の木

もく

材
ざい

が伐
ばっ

採
さい

されました。そのため、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

には、スギ、ヒノキ、コウヤマキ、
アカマツ、モミ、ツガを高

こう

野
や

六
りく

木
ぼく

と定め、それらの保
ほ

護
ご

に力を入れました。そし
て、高野六木は寺院や伽

が

藍
らん

を修理する以外、伐採することが禁
きん

止
し

され、高野山の
山林は保護されました。

1918（大正７）年、国有林を管
かん

理
り

する高野営
えい

林
りん

署
しょ

は、女
にょ

人
にん

堂
どう

近くの山林を保
護林とし、木を切ることはもとより、下草や石まで採ることを禁止して、現在ま
で保護をしています。

こうした保護や育成により、高野六木を中心とした山林ができあがり、1958
（昭和33）年には「奥

おく

の院
いん

の大
おお

杉
すぎ

林
ばやし

」が和
わ

歌
か

山
やま

県
けん

指
し

定
てい

天
てん

然
ねん

記
き

念
ねん

物
ぶつ

に指定されまし

高野六木

コウヤマキヒノキスギ

アカマツ ツガモミ

上
あげ

地
ち

令
れい

明
めい
治
じ
政
せい
府
ふ
が出した土地没

ぼっ
収
しゅう
の命
めい
令
れい
。

江戸時代に認
みと
められていた寺

じ
院
いん
と神

じん
社
じゃ
の領

りょう
地
ち

（寺社領）が、1871（明治４）年と1875（明
治８）年の２回の上知令により明治政府に没
収されました。

保
ほ

管
かん

林
りん

国の許
きょ
可
か
を受けて山林を保

ほ
護
ご
育
いく
成
せい
・造林し、

林木を伐
ばっ
採
さい
して得

え
た利

り
益
えき
の３分の１を国に支

し

払
はら
うという制

せい
度
ど

なるこ川販売所

野菜などの販売 手作りこんにゃくなどの販売
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高野営林署は約2,300haの国有林を管理し、そのうち約1,900haあまりが人
じん

工
こう

林でした。残
のこ

りの国有林は自然林で、ヒノキやコウヤマキ、モミ、ツガなどが
多く、中には樹

じゅ

齢
れい

約300年にもなる大木がそびえ立っていました。人工林は土地
がよく肥

こ

え、雨
う

量
りょう

も多かったので、スギやヒノキがよく育ちました。初めはヒノ
キの植林が中心でしたが、最近はスギの植林が多くなっています。

2001（平成13）年、高野営林署は和
わ

歌
か

山
やま

森林管理署（田
た

辺
なべ

市）に吸
きゅう

収
しゅう

合
がっ

併
ぺい

され、
高野山の国有林の管理は和歌山森林管理署が行
うようになりました。その広さは2,234haで、
そのほとんどが人工林です。

現
げん

在
ざい

、和歌山森林管理署は「災
さい

害
がい

を防
ふせ

ぐこ
と」「良

りょう

質
しつ

な水と木材の供
きょう

給
きゅう

」「森林と人との共
きょう

生
せい

」「地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

防
ぼう

止
し

」などを考えながら、高
野山の国有林を管理しています。

富
ふ

貴
き

の林
りん

業
ぎょう

富
ふ

貴
き

地
ち

区
く

は土地のほとんどが山林です。これ
らの山林は、国が持っていたため長い間植

しょく

林
りん

が
行われず、ほとんどが林

りん

野
や

と呼
よ

ばれる雑
ぞう

木
き

林
ばやし

に
なりました。

1922（大正11）年、この山林が富貴地区の
人びとに分け与

あた

えられました。富
ふ

貴
き

地区は雨が
多く、スギやヒノキが育

そだ

つのに適
てき

しているため、
植林が盛

さか

んになりました。
第２次世界大戦中、国の政

せい

策
さく

で森林の約
やく

半分
が資

し

材
ざい

として切り出されました。今、山にある
木は、戦

せん

後
ご

に植林されたものが大
だい

部
ぶ

分
ぶん

で、下刈
が

りや枝打ち、間
かん

伐
ばつ

を行い良
りょう

質
しつ

の用
よう

材
ざい

としての利
り

用
よう

が始
はじ

まっています。
林業が盛

さか

んであった昭和20年代、製
せい

材
ざい

所
しょ

、
うす板

いた

やひのき紐
ひも

の生
せい

産
さん

所
じょ

などが多くありまし
たが、現在は少なくなっています。

置
お

かれることになりました。しかし、保管林として貸
か

し付
つ

けられた山林の多くは、
すでに国によって伐

ばっ

採
さい

されたところが多く、実際には植林から始めなければなり
ませんでした。

第
だい

２次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

後、保管林のうち、約
やく

500h
ヘクタール

aは現在の分
ぶん

収
しゅう

林
りん

として引き継
つ

がれ、
約600haは金

こん

剛
ごう

峯
ぶ

寺
じ

に返
へん

還
かん

されました。ま
た、金剛峯寺は戦前戦後にかけて民

みん

有
ゆう

林
りん

を数
度にわたって買い上げ、山林の面

めん

積
せき

を増
ふ

やし
ました。

金剛峯寺は、1920（大正９）年に山林課
か

を設
もう

けて保管林の管
かん

理
り

を行いました。
そして、1951（昭和26）年に、その山林課を引き継

つ

ぐ山林部を創
そう

設
せつ

して組織化
を図り、森林の育成と管

かん

理
り

に努
つと

めています。
国有林の管理

1886（明
めい

治
じ

19）年、国は国有林を管
理するために大

だい

小
しょう

林
りん

区
く

署
しょ

制
せい

度
ど

を制
せい

定
てい

し、
高野山には高野小林区署を置

お

きました。
1905（明治38）年から、国は直営で

国有林の伐
ばっ

採
さい

を始めました。切り出され
た木

もく

材
ざい

は木
きん

馬
ま

道
みち

や台車を使って、高野山
から神

かみ

谷
や

、椎
しい

出
で

を経
へ

て、安田島（九
く

度
ど

山
やま

町）の貯
ちょ

木
ぼく

場まで運ばれました。
1909（明治42）年、高野山と入

にゅう

郷
ごう

（九度山町）との間に森林鉄
てつ

道
どう

が開通し
ました。切り出された木材は森林鉄道を
使って運ばれ、入郷の九度山貯木場に集
められました。これに伴

ともな

い、高野山に
あった高野小林区署

しょ

は入郷に移
うつ

り、
1924（大正13）年、名前を高野営林署
と改めました。

森
しん

林
りん

鉄
てつ

道
どう

木材を運
うん
搬
ぱん
するための林業用の鉄道で、主に、明治時代

から昭和40年代頃にかけて活
かつ
躍
やく
しました。建

けん
設
せつ
は国有林

を管
かん
理
り
する国によるものが大半です。

木
もく

材
ざい

の運
うん

搬
ぱん

方
ほう

法
ほう

木材の運搬は、空車を牛引きで引き上げ、人が乗ってか
じを取りながら山を下りました。1928（昭和３）年か
らは機

き
関
かん
車で木材を引っ張

ぱ
るようになりました。1959

（昭和34）年からはトラック輸
ゆ
送
そう
になりました。

森林鉄道

木材の切り出し

分
ぶん

収
しゅう

林
りん

山林を造
ぞう
林
りん
する目

もく
的
てき
で、国と造林者が造林前に伐

ばっ

採
さい
の益

えき
割
わり
合
あい
を締

てい
結
けつ
し、将来利

り
益
えき
を分配する仕組み

で、土地が国の契
けい
約
やく
山林です。2013（平成25）

年４月１日の国有林野の管理経
けい
営
えい
に関

かん
する法

ほう
律
りつ
の

一部改
かい
正
せい
により、伐

ばっ
期
き
が80年ごとに契約延

えん
長
ちょう
がで

きるようになりました。

富
ふ

貴
き

の森林

富
ふ

貴
き

の製
せい

材
ざい

所
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３　地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

の防
ぼう

止
し

森林は、光
こう

合
ごう

成
せい

により二
に

酸
さん

化
か

炭
たん

素
そ

を吸
きゅう

収
しゅう

し、地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

防
ぼう

止
し

に大きな役
やく

割
わり

を果
は

たして
います。また、わたしたちに
とってなくてはならない酸

さん

素
そ

も作り出しています。
４　自然環

かん

境
きょう

の保
ほ

護
ご

森林に生きる生物は木だけ
ではありません。動物や鳥、
草花や昆

こん

虫
ちゅう

、コケやキノコ、
微

び

生
せい

物
ぶつ

など、たくさんの生物
が共

きょう

存
ぞん

しています。そして、
その生物たちは、互

たが

いに関
かか

わ
り合い、生

せい

態
たい

系
けい

をつくってい
ます。

５　心や体の健
けん

康
こう

森林がもつ豊
ゆた

かな自然に触
ふ

れることで、心に安らぎを感
かん

じたり、冒
ぼう

険
けん

心や好
こう

奇
き

心がわ
いたりします。キャンプやハ
イキングなどのレクレーショ
ンを楽しむこともできます。

健
けん

全
ぜん

な森林と木
もく

材
ざい

の生
せい

産
さん

高野町の豊
ゆた

かな森林は、わたしたちにさまざまな恵
めぐ

みを与
あた

えてくれています。
その森林は、切ったら植

う

えるという作
さ

業
ぎょう

を適
てき

切
せつ

に行うと、何
なん

度
ど

でも再
さい

生
せい

すること
ができます。森林から生産される木

もく

材
ざい

を積
せっ

極
きょく

的
てき

に使って元気な森林を育てていく
ことは、地

ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

防
ぼう

止
し

に役
やく

立
だ

つのです。
植

う

えた苗
なえ

木
ぎ

が用材として販
はん

売
ばい

されるまで、50年から60年という長い年月がか
かります。

高野町の現
げん

在
ざい

の森林と林業

高野町の約95％が山林であ
り、森林の育

いく

成
せい

に適
てき

した土
ど

壌
じょう

で
す。スギやヒノキが育てられ、
林
りん

産
さん

物
ぶつ

の生産も行われています。
寺

じ

院
いん

や家
か

庭
てい

の仏
ぶつ

壇
だん

に供
そな

える高
こう

野
や

槙
まき

の販
はん

売
ばい

は、高野町の重
じゅう

要
よう

な
産
さん

業
ぎょう

です。また、まつたけの生
産も盛

さか

んで、筒
つつ

香
が

、富
ふ

貴
き

、湯
ゆ

川
かわ

は和
わ

歌
か

山
やま

県
けん

最
さい

大
だい

の生産地として
有
ゆう

名
めい

です。
近年、高野町がかかえる林業

の問
もん

題
だい

点は、林
りん

業
ぎょう

従
じゅう

事
じ

者
しゃ

の高
こう

齢
れい

化
か

です。これにより、林業の仕
し

事
ごと

を継
つ

ぐ人が減
へ

り、放
ほう

置
ち

された
森林が増

ふ

えています。そのため、
高野町や森林組合などが、整

せい

備
び

や保
ほ

全
ぜん

に努
つと

めています。
わたしたちのくらしと森林

森林には、木材や林産物を生み出すだけでなく、わたしたちが生き続けていく
上で、大切な環

かん

境
きょう

を維
い

持
じ

してくれるさまざまな働
はたら

きがあります。
１　水

みず

資
し

源
げん

の貯
ちょ

蔵
ぞう

森林の豊
ゆた

かな土は大量
りょう

の水を保
たも

ち水
すい

源
げん

となるので、「自然のダム」といわれ
ています。その力で、水不足を防

ふせ

いだり、雨水をろ過
か

してきれいな水をつくり
だしたりします。

２　災
さい

害
がい

の防
ぼう

止
し

森林には、木の根がはりめぐらされ、山くずれなどをおきにくくしています。
また、森林の土は生き物の力を借

か

りて、スポンジのように雨水をしみこませ
てたくわえ、洪

こう

水
ずい

も防
ふせ

ぎます。
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透

土粒子がつぶされてできた膜

裸地・草地 森林他

高
こう

野
や

槙
まき

販
はん

売
ばい

のようす

2005
（平

へい
成
せい

17）年
2010

（平成22）年
2015

（平成27）年

総
そう

数
すう

46 46 25

家
か

族
ぞく

経
けい

営
えい

41 42 21

組
そ

織
しき

経
けい

営
えい

5 4 4

高野町の林業経
けい

営
えい

体数（単位：戸）� 資
し
料
りょう
：農林業センサス

水
みず

資
し

源
げん

貯
ちょ

留
りゅう

機
き

能
のう

森林の土
ど

砂
しゃ

崩
ほう

壊
かい

防
ぼう

止
し

機
き

能
のう

地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

防
ぼう

止
し

機
き

能
のう

林野庁「森林の有する多面的機能について」より
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木
もく

育
いく

の取
とり

組
くみ

高野町では、すべての人びとが木を身
み

近
ぢか

に使
つか

うこ
とで木の良さを知り、人と木や森との関

かん

係
けい

を正しく
理

り

解
かい

する「木育」を進めています。
ウッドスタート宣

せん

言
げん

高野町は2020（令
れい

和
わ

元）年９月５日に県
けん

内
ない

の市
町村で初

はじ

めてウッドスタート宣
せん

言
げん

をしました。高野
町で育つ子どもたちが木に囲

かこ

まれ、木のぬくもりを
感
かん

じられる環
かん

境
きょう

づくりに力を入れていきます。
ウッドスタート宣

せん

言
げん

をきっかけに、高野町で生ま
れた子どもたちに、誕

たん

生
じょう

祝
いわ

い品
ひん

として地元の木材で
作った木

もく

製
せい

おもちゃがプレゼントされています。
中学生の机

つくえ

作り

中学校では、教室で使用する机
つくえ

を生
せい

徒
と

自
じ

身
しん

が作り
ます。高野山寺

じ

領
りょう

森林組合、地元の製
せい

材
ざい

所
しょ

や大
だい

工
く

が、奥
おく

之
の

院
いん

周
しゅう

辺
へん

の森林で育った
ヒノキを使って机

つくえ

の天
てん

板
ばん

を作ります。その天板を生徒が電
でん

動
どう

ドライバーやゴムハ
ンマーなどを使い、机

つくえ

に組み立てます。
高野町の木の香

かお

りや温
あたた

かさが感じられる机
つくえ

で、中学校を卒
そつ

業
ぎょう

するまで学
がく

習
しゅう

しま
す。卒業すると天板を家に持ち帰り、家庭で使います。

くらしに木を取り入れることは、私たちの心や体がやすらぎ、豊
ゆた

かな生活を送
おく

ることにつながります。また、国産材木製
せい

品
ひん

の消
しょう

費
ひ

を増
ふ

やすことにもなります。
木を大切にすることは、日本の森林を育て守ることになり、持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

で環
かん

境
きょう

にや
さしい社会を築

きず

くことにもつながります。

森林をどのように整
せい

備
び

して、１本１本の木を良
りょう

質
しつ

な木材に育
そだ

てているのでしょ
うか。

30cmほどのスギやヒノキな
どの苗

なえ

木
ぎ

を斜
しゃ

面
めん

に植えていき
ます。

木がある程
てい

度
ど

成長するタイミ
ングで枝

えだ

を落
お

とし、節
ふし

が出る
のを防

ふせ

ぎます。

およそ50～60年育った木を切り出し
ます。

切
き

った木の枝
えだ

を払
はら

ったり、決まった長
さに切りそろえたりして木を山から出
します。

切りそろえられた木材は、専
せん

用
よう

の機
き

械
かい

を使
つか

って山から出さ
れます。

苗
なえ

木
ぎ

がある程
てい

度
ど

大きくなるまでは、周
まわ

りの雑
ざっ

草
そう

などを刈
か

り取
と

り、苗
なえ

木
ぎ

に日が
当たるようにします。

木が成
せい

長
ちょう

して混
こ

み合ってくると、地
じ

面
めん

に日が当たらなかったり、お互
たが

いの成
長を妨

さまた

げたりするため、木を切
き

って空
間を作ります。

森林を管
か ん

理
り

する作業のようす
1 植

しょく

栽
さ い

4 枝
え だ

打
う

ち

7 搬
は ん

出
しゅつ

2 下
し た

刈
が

り

5 伐
ば っ

採
さ い

3 間
か ん

伐
ば つ

6 造
ぞ う

材
ざ い

ウッドスタート宣
せん

言
げん

調
ちょう

印
いん

式
しき

誕
たん

生
じょう

祝い品の木
もく

製
せい

おもちゃ

机
つくえ

の組み立て作業

写真資料：高野山寺領森林組合より

高野山のきれいな森林

完
かん

成
せい

した机
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ものを作る仕
し

事
ごと

◎
高野町のもの作り

高野町には、その土地の特
とく

色
しょく

を活か
した産業があります。製

せい

材
ざい

業、薪
まき

や炭
すみ

を作る仕事、位
い

牌
はい

作り、薄
うす

板
いた

作り、檜
ひのき

紐
ひも

作り、箸
はし

作り、高野どうふ作り、高
野紙作り（紙

かみ

漉
す

き）、杓
しゃく

子
し

や椀
わん

作り、
槙
まき

縄
なわ

や檜
ひ

縄
なわ

作り、護
ご

摩
ま

木
ぎ

作り、竹
たけ

籠
かご

作
りなどです。作られたものは高野山の
お寺やお店に納

おさ

められます。また、高
野町外にも送られます。これらの産業
の中には今はなくなってしまったもの
もありますが、長い伝

でん

統
とう

を受
う

け継
つ

いで
続
つづ

けられているものもあります。
高野町では寺院建

けん

築
ちく

、建
たて

具
ぐ

、表
ひょう

具
ぐ

、
畳
たたみ

、左
さ

官
かん

、屋
や

根
ね

ふき、金工、仏
ぶつ

具
ぐ

、木
き

札
ふだ

作りなどにたずさわる職
しょく

人
にん

も多く、
お寺に関

かか

わりがあることが特
とく

徴
ちょう

です。

資
し

料
りょう

◎
日本農

のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

に認
にん

定
てい

「聖
せい

地
ち

 高野山と有
あり

田
だ

川
がわ

上
じょう

流
りゅう

域
いき

を結
むす

ぶ持
じ

続
ぞく

的
てき

農
のう

林
りん

業
ぎょう

システム」が、2021（令
れい

和
わ

３）年２月19日に日本農業遺
い

産
さん

に認
にん

定
てい

されました。これは、伝
でん

統
とう

的
てき

な農林水産
業を営

いとな

む地
ち

域
いき

（農林水産業システム）を、農林水産大
だい

臣
じん

が認
にん

定
てい

する制
せい

度
ど

です。
高野山は、高野六

りく

木
ぼく

制
せい

度
ど

により100を超
こ

える木
もく

造
ぞう

寺
じ

院
いん

を維
い

持
じ

してきました。花
はな

園
ぞの

（かつらぎ町）では古くから傾
けい

斜
しゃ

地で仏
ぶっ

花
か

を栽
さい

培
ばい

し高野山に供
きょう

給
きゅう

しており、清
し

水
みず

（有
あり

田
だ

川
がわ

町）では畦
けい

畔
はん

（畦
あぜ

道
みち

）を利用してコウゾやぶどう山
さん

椒
しょう

など、多くの植
しょく

物
ぶつ

を育
いく

成
せい

、栽
さい

培
ばい

しています。
高野、花園、清水の３地

ち

域
いき

が互
たが

いに支
ささ

え合い、平
へい

地
ち

の少なさを克
こく

服
ふく

して発
はっ

展
てん

し
てきたことが、この持続的農林業システムに認

にん

定
てい

された理由です。
今後も高野町は、農業遺

い

産
さん

保
ほ

全
ぜん

計画に沿
そ

ったシステムの保
ほ

全
ぜん

と継
けい

承
しょう

活動により、
地

ち

域
いき

振
しん

興
こう

に取り組んでいきます。
高野六

りく

木
ぼく

制
せい

度
ど

とは
・ 高野山金

こん

剛
ごう

峯
ぶ

寺
じ

の政
せい

策
さく

で、寺院の建
けん

築
ちく

や修
しゅう

繕
ぜん

以
い

外
がい

でのスギ、ヒノキ、コウヤ
マキ、モミ、ツガ、アカマツ（高野六

りく

木
ぼく

）の伐
ばっ

採
さい

を禁
きん

止
し

。
・必

ひつ

要
よう

となる樹
じゅ

木
もく

だけを選
えら

んで伐
ばっ

採
さい

。
・伐

ばっ

採
さい

後は、苗
なえ

木
ぎ

の植え付
つ

けや自
し

然
ぜん

の芽
め

生
ば

えの育成により森林を育成。

➡
100を超

こ

える木
もく

造
ぞう

寺院の建
けん

築
ちく

、修
しゅう

繕
ぜん

用
よう

材
ざい

を永
えい

久
きゅう

的に確
かく

保
ほ

檜
ひ

皮
わだ

葺
ぶき

のようす

高野六
りく

木
ぼく

制
せい

度
ど

が支
ささ

えた「壇
だん

上
じょう

伽
が

藍
らん

 中門」の再
さい

建
けん

〔2015（平
へい

成
せい

27）年〕

樹
じゅ

齢
れい

300年のヒノキの伐
ばっ

採
さい

高野六
りく

木
ぼく

制
せい

度
ど

で育成したヒノキによる
18本の心

しん

柱
ばしら

再建された中門
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薄
うす

板
いた

作り

薄
うす

板
いた

は、マツの木を薄
うす

く削
けず

ったものです。食
しょく

料
りょう

品
ひん

を包
つつ

むのに用いられます。マ
ツの木には、余

よ

分
ぶん

な水分と匂
にお

いを吸
きゅう

収
しゅう

するなど、食品を長
なが

持
も

ちさせる働
はたら

きがあり
ます。また、先

せん

祖
ぞ

供
く

養
よう

のための経
きょう

木
ぎ

塔
とう

婆
ば

にも用いられます。

檜
ひのき

紐
ひも

作り

檜
ひのき

紐
ひも

は、ヒノキの木を薄
うす

く削
けず

って作る細い紐
ひも

です。大正時代の終わり頃
ごろ

、奈
な

良
ら

県
けん

の桜
さくら

井
い

から富
ふ

貴
き

にその技
ぎ

術
じゅつ

が伝えられ、盛
さか

んに檜
ひのき

紐
ひも

が作られるようになりまし
た。富貴では製

せい

材
ざい

業
ぎょう

が盛
さか

んで、原
げん

料
りょう

のヒノキ材もたやすく手に入ったからです。
今ではそのほとんどを桜

さくら

井
い

から仕
し

入
い

れています。この檜
ひのき

紐
ひも

は、薄
うす

板
いた

などで寿
す

司
し

や
まんじゅうを包

つつ

む時に使
つか

われています。

位
い

牌
はい

作り

高野町とその周
しゅう

辺
へん

では、納
のう

骨
こつ

のこと
を「骨

こつ

のぼせ」と呼
よ

び、亡
な

くなった人
の遺

い

骨
こつ

や遺
い

髪
はつ

を高野山へ納
おさ

めるという
風
ふう

習
しゅう

がありました。昔は、骨
こつ

のぼせに
高野山にお参

まい

りに来た人はみんな、位
い

牌
はい

を買って帰りました。
位

い

牌
はい

作りは250年ほど前から始
はじ

まり
ました。昔は杖

つえ

ヶ
が

薮
やぶ

で盛
さか

んに製
せい

造
ぞう

され
ていました。初めの頃

ころ

は、細かい細工
はなく、模

も

様
よう

を描
か

いただけの簡
かん

単
たん

なも
のでした。しかし、明

めい

治
じ

時
じ

代
だい

の終
お

わり
頃
ごろ

、京
きょう

都
と

から新しい技
ぎ

術
じゅつ

が取
と

り入れら
れ、今のように手の込

こ

んだ立
りっ

派
ぱ

なもの
が作られるようになりました。すべて
手作

さ

業
ぎょう

で行われています。

位
い

牌
はい

故
こ
人
じん
の霊
れい
をまつるため、戒

かい
名
みょう
や法
ほう
名
みょう
などを記した木の板

いた

位
い

牌
はい

を作るようす

位
い

牌
はい

の木地から完成まで 檜
ひのき

紐
ひも

檜
ひのき

紐
ひも

を作るようす

薄
うす

板
いた

の乾
かん

燥
そう

薄
うす

板
いた

を削る機械

➡ ➡
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箸
はし

作り

相
あい

ノ
の

浦
うら

や大
おお

滝
たき

では、お祝
いわ

いなどに使
つか

われる丸い
両
りょう

口
くち

箸
ばし

が、富
ふ

貴
き

ではわり箸
ばし

などが盛
さか

んに作られて
いました。今では富

ふ

貴
き

で、間
かん

伐
ばつ

材
ざい

や製
せい

材
ざい

した後に
残
のこ

る木
もく

材
ざい

を使って、木目の美
うつく

しさを生かしたわり
箸
ばし

が機
き

械
かい

で作られています。
高野どうふ作り

高野どうふは凍
こお

りどうふのことです。昔は保
ほ

存
ぞん

食でした。一
いち

度
ど

凍
こお

らせたとうふを乾
かん

燥
そう

させて作り
ます。鎌

かま

倉
くら

時代から室町時代の頃
ころ

、木
もく

食
じき

応
おう

其
ご

が高
野山のお寺で作り出されたといわれています。

昔は、冬になると高野山や富
ふ

貴
き

の工場に、高野どうふを作るために兵
ひょう

庫
ご

県の北
ほく

部
ぶ

から職
しょく

人
にん

がたくさんやって来ました。
昭
しょう

和
わ

時代になり、冷
れい

凍
とう

技
ぎ

術
じゅつ

が発
はっ

達
たつ

したことで、冬に作られる天
てん

然
ねん

の高野どうふ
はなくなり、1953（昭和28）年頃

ごろ

には工場もなくなってしまいました。

高
こう

野
や

紙
がみ

作り（紙
かみ

漉
す

き）

高野紙は、弘
こう

法
ぼう

大
だい

師
し

空
くう

海
かい

が中国からその製
せい

法
ほう

を細川（今の西細川）に伝えたのがはじまりだ
といわれています。

高野紙はコウゾの繊
せん

維
い

から作られ、文字を書
いたり、書物を印

いん

刷
さつ

したりする紙として、高野
山へ納

おさ

められるほか、障
しょう

子
じ

紙
がみ

や傘
かさ

紙
がみ

としても広
く利

り

用
よう

されました。
江

え

戸
ど

時
じ

代
だい

には、高野紙を漉
す

く10の村があり、
「高

こう

野
や

紙
がみ

十
じゅう

郷
ごう

」といわれていました。そのなか
には、高野町の細

ほそ

川
かわ

、西
にし

郷
ごう

も入っています。
高野紙が最

もっと

も多く生
せい

産
さん

されたのは江戸時代から明
めい

治
じ

時代です。江戸時代には、
細川で「細川奉

ほう

書
しょ

」が漉
す

かれていました。
2014（平

へい

成
せい

26）年、ユネスコ無
む

形
けい

文
ぶん

化
か

遺
い

産
さん

に石
せき

州
しゅう

半
ばん

紙
し

（島
しま

根
ね

県
けん

）、本
ほん

美
み

濃
の

紙
し

（岐
ぎ

阜
ふ

県）、細
ほそ

川
かわ

紙
し

（埼
さい

玉
たま

県）が「和
わ

紙
し

 日本の手
て

漉
す

き和紙技
ぎ

術
じゅつ

」として、登
とう

録
ろく

さ
れました。この細川紙（埼玉県）は、高野町の細

ほそ

川
かわ

で漉
す

かれた「細川奉書」に由
ゆ

来
らい

するといわれています。
大正時代の終

お

わり頃
ごろ

から、高野町での紙
かみ

漉
す

きは衰
おとろ

え、やがてなくなりました。し
かし、近年は細

ほそ

川
かわ

の有
ゆう

志
し

でつくる西
にし

細
ほそ

川
かわ

活
かっ

性
せい

化
か

実
じっ

行
こう

委
い

員
いん

会
かい

が、かつて細川で漉かれ
ていた「高野紙」（高

こう

野
や

細
ほそ

川
かわ

紙
がみ

）の復
ふっ

興
こう

を果
は

たし、伝
でん

統
とう

の技
ぎ

術
じゅつ

を今につないでいます。

高野どうふ作りのようす　『紀
き

伊
の

国
くに

名
めい

所
しょ

図
ず

会
え

』より

紙
かみ

漉
す

きのようす

箸
はし

作りのようす

わり箸
ばし

高野紙
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資
し

料
りょう

◎
線
せん

香
こう

線香の由
ゆ

来
らい

線香はさまざまな香
こう

木
ぼく

などで作られます。そ
の香

こう

料
りょう

の歴
れき

史
し

はかなり古く、ミイラの防
ぼう

腐
ふ

剤
ざい

と
しても使

つか

われました。インドでは、仏
ぶっ

教
きょう

徒
と

が心
しん

身
しん

を清
きよ

めるために用いたといわれています。日
本でも仏

ぶっ

教
きょう

の伝
でん

来
らい

とともに「香
こう

」が伝わりまし
た。仏

ぶつ

事
じ

や神
しん

事
じ

に用いられ、公
く

家
げ

が贈
ぞう

答
とう

品
ひん

とし
て珍

ちん

重
ちょう

したようです。
江

え

戸
ど

時
じ

代
だい

になると家
か

庭
てい

にも普
ふ

及
きゅう

します。棒
ぼう

状
じょう

の線香の原形ができたのは江
え

戸
ど

時代の初
はじ

め頃
ごろ

だ
といわれています。

線香の効
こう

果
か

・故
こ

人の食べ物
もの

仏
ぶっ

教
きょう

には、亡
な

くなった人は線香の良
よ

い香りを食すという考え方があります。極
ごく

楽
らく

浄
じょう

土
ど

にたどり着
つ

くまでの四十九日間、食事となる香りを絶
た

やさぬように線香を
あげ続

つづ

ける風
ふう

習
しゅう

があります。
・自

じ

身
しん

の身
み

を清
きよ

める

香
こう

料
りょう

には、防
ぼう

臭
しゅう

や殺
さっ

菌
きん

効
こう

果
か

があります。線香の香りには場を清める効
こう

果
か

がある
ともいわれています。
・仏

ほとけ

様
さま

とつながる機
き

会
かい

天に昇
のぼ

っていく線香の煙
けむり

は、天上と現
げん

世
せ

をつなぐものとされています。「ここ
で手を合わせていますよ」という目

め

印
じるし

のような役
やく

目
め

も果
は

たしているそうです。
・時間を計る

時計がまだ一
いっ

般
ぱん

的
てき

に普
ふ

及
きゅう

していなかった頃
ころ

、線香は時間を計るものとして、時
計の代わりに用いられました。修

しゅ

行
ぎょう

では、線香が１本燃
も

え尽
つ

きるまでの時間を一
ひと

区
く

切
ぎ

りとしました。

線香を作っている人の話
曲
ま

がらず、折
お

れないように気をつけています。製
せい

造
ぞう

の工
こう

程
てい

が機械に代わっても、人の手での作

業がとても大切です。

線香作りの工
こう

程
てい

調
ちょう

合
ごう

： 原
げん

料
りょう

となるさまざまな香木を粉
ふん

末
まつ

にし、混
こん

合
ごう

します。

練
ね

り： 原料を機
き

械
かい

に入れ、粘
ねん

土
ど

状
じょう

になる
まで練り上げます。

押
お

し出し： 型
かた

の小さな穴
あな

から押
お

し出しま
す。

乾
かん

燥
そう

： 押し出されたものを板
いた

の上にのせ、
乾
かん

燥
そう

させます。

断
だん

裁
さい

：必
ひつ

要
よう

な長さに切りそろえます。

箱
はこ

つめ：箱につめます。

線香
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宿
しゅく

坊
ぼう

昔、高野山には1,000以上のお寺がありまし
た。明

めい

治
じ

時
じ

代
だい

以
い

降
こう

、制
せい

度
ど

の変
へん

化
か

や火
か

災
さい

などによ
りお寺は減

げん

少
しょう

し、今では117か寺となりました。
そのうち51か寺が旅

りょ

館
かん

のように宿
しゅく

泊
はく

すること
ができるお寺（宿

しゅく

坊
ぼう

）となっています。
宿
しゅく

坊
ぼう

はもともと高野山とご縁
えん

のある全
ぜん

国
こく

各
かく

地
ち

のお坊
ぼう

さんや参
さん

拝
ぱい

者
しゃ

が、高野山にやってきた時に宿
しゅく

泊
はく

する施
し

設
せつ

です。江
え

戸
ど

時代に
は諸

しょ

国
こく

大名が特
とく

定
てい

のお寺に属
ぞく

する制
せい

度
ど

があり、出身地ごとに宿
しゅく

泊
はく

するお寺が決
き

まっていました。現
げん

在
ざい

は一
いっ

般
ぱん

の観光客
きゃく

もお寺に宿
しゅく

泊
はく

できます。

作るのも食べるのも修
しゅ

行
ぎょう

「精
しょう

進
じん

料
りょう

理
り

」

高野山の精
しょう

進
じん

料理は、御
ご

膳
ぜん

にたくさんの品
しな

が並
なら

び、見た
目にも豪

ごう

華
か

です。高野山に参
さん

詣
けい

する皇
こう

族
ぞく

や貴
き

族
ぞく

をはじめ、
全
ぜん

国
こく

各
かく

地
ち

からの参
さん

拝
ぱい

者
しゃ

に対
たい

して、ようこそお越
こ

しください
ました、という気

き

持
も

ちを込
こ

めて「振
ふる

舞
まい

料
りょう

理
り

」が出されたこ
とが始

はじ

まりです。
高野山には田

た

畑
はた

がないため作
さく

物
もつ

が採
と

れません。精
しょう

進
じん

料理
に必

ひつ

要
よう

な野
や

菜
さい

などは、長い間高野山周
しゅう

辺
へん

の農
のう

家
か

の人びとが
運
はこ

んできました。野菜は奥
おく

之
の

院
いん

などにお供
そな

えされたり、各
お寺に分けられたりして大切に調

ちょう

理
り

されました。精
しょう

進
じん

料理
は、人びとの信

しん

仰
こう

心
しん

によって支
ささ

えられてきた食文
ぶん

化
か

です。

般
はん

若
にゃ

湯
とう

高野山ではお酒
さけ

のことを「般
はん

若
にゃ

湯
とう

」（知
ち

恵
え

の湧
わ

き出ずるお湯
ゆ

）と
いって、宿

しゅく

坊
ぼう

でも出されています。
仏
ぶっ

教
きょう

では修
しゅ

行
ぎょう

をする者
もの

は、お酒を飲
の

んではならないという教えが
あります。

しかし、「お酒を飲むことがいけないのではなく、お酒を飲んでも悪
わる

いことを
しなければ良

よ

い。薬
くすり

として少し飲むのは良い。」といわれています。

サービス、販
はん

売
ばい

などの仕
し

事
ごと

◎
高野町のサービス、販

はん

売
ばい

の仕事

高野町で仕事をしている人の数は、2015（平
へい

成
せい

27）年時点で、1734人（総
そう

人口の約
やく

52％）になります。その中で、販
はん

売
ばい

などの仕事をしている人の割
わり

合
あい

は
約85％です。

年を追
お

うごとに農業や林業、ものを作る仕事
をする人たちの割

わり

合
あい

が減
へ

り、高野山では観
かん

光
こう

に
関
かん

係
けい

するサービス業、土
み や げ

産物
もの

販
はん

売
ばい

などの産業が
中心となっています。

土産物には、ごまどうふ、酒
さか

まんじゅう、や
きもち、笹

ささ

巻
ま

きあんぷ、味
み

噌
そ

などがあります。
また、薬

くすり

、護
ご

摩
ま

札
ふだ

、数
じゅ

珠
ず

、法
ほう

衣
い

なども販
はん

売
ばい

され
ています。高野山では100年以

い

上
じょう

続
つづ

く昔
むかし

からの
お店もあり、参

さん

拝
ぱい

者
しゃ

を相
あい

手
て

にした門
もん

前
ぜん

町
まち

の姿
すがた

が
保
たも

たれています。
お寺では、お祈

いの

りする内
ない

容
よう

を紙に書いた護
ご

摩
ま

札
ふだ

や木
き

札
ふだ

を販
はん

売
ばい

しています。護
ご

摩
ま

木を焚
た

いて仏
ほとけ

様
さま

に祈
いの

り、神
しん

仏
ぶつ

のご利
り

益
やく

を護
ご

摩
ま

札
ふだ

に宿
やど

らせます。護
ご

摩
ま

札
ふだ

は、持
も

って
いる人を護

まも

る働
はたら

きがあるとされています。
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第１次産業 第２次産業 第３次産業

（％）

産
さん

業
ぎょう

について
第
だい
１次

じ
産業：�土地や海などの自

し
然
ぜん
から動

どう
植
しょく
物
ぶつ
な

どを得
え
る産業。農

のう
業、林業、漁

ぎょ
業

があります。
第２次産業：�自然から得た原

げん
材
ざい
料
りょう
を加

か
工
こう
したり

製
せい
品
ひん
を作り出したりする産業。製

せい

造
ぞう
業や建

けん
設
せつ
業などがあります。

第３次産業：�物を生産することに直
ちょく
接
せつ
関
かか
わらな

い産業。小売業などの商
しょう
業
ぎょう
や宿

しゅく

泊
はく
・飲

いん
食
しょく
業や福

ふく
祉
し
、教

きょう
育
いく
などの

サービス業があります。

高野町の産
さん

業
ぎょう

（３部門）別
べつ

就
しゅう

業
ぎょう

者の割
わり

合
あい

� 資料：国勢調査

護
ご

摩
ま

札
ふだ

精
しょう

進
じん

料理

宿
しゅく

坊
ぼう
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けは、高野山や大
お お

峰
み ね

山
さ ん

で昔から民
み ん

間
か ん

薬
や く

として使
つ か

われていました。だらにとは、仏
ぶ っ

教
きょう

の呪
じ ゅ

文
も ん

のことです。修
し ゅ

行
ぎょう

者
し ゃ

たちがこの薬を持って全国を回り、人びとを助
た す

けた
ともいわれています。

数
じゅ

珠
ず

屋
や

高野町の数
じ ゅ

珠
ず

屋で一番古い店は、1688（元
げ ん

禄
ろ く

元）年から続
つ づ

いています。念
ね ん

仏
ぶ つ

などの回数を数えるために使われるため、数
じ ゅ

珠
ず

といいます。数
じ ゅ

珠
ず

は、長く使うほ
ど珠

た ま

の色が飴
あ め

色
い ろ

になり、味
あ じ

わいを増
ま

します。新しい数
じ ゅ

珠
ず

を販
は ん

売
ば い

するだけでなく、
全国から数

じ ゅ

珠
ず

修
しゅう

理
り

の依
い

頼
ら い

も受けています。

法
ほう

衣
い

店

法衣店は、お坊
ぼ う

さんが住
す

む高野山ならではのお店です。法衣とはお坊
ぼ う

さんが着
き

る衣
い

服
ふ く

のことです。法衣には、主に袈
け

裟
さ

と衣
ころも

があります。袈
け

裟
さ

には、金
き ん

箔
ぱ く

や金糸
などでもようを織

お

った豪
ご う

華
か

なものがあり、種
し ゅ

類
る い

も豊
ほ う

富
ふ

です。衣には、白衣や空
う つ お

衣
があります。高野山では毎年、多くの人が得

と く

度
ど

をしますが、その際
さ い

に新しく法衣
をあつらえます。

ごまどうふ

高野山のごまどうふは、ごまとくずと水だけで作られてい
ます。ごまの皮

か わ

をむくなど、手間をかけて作るので真
ま

っ白な
色をしています。精

しょう

進
じ ん

料
りょう

理
り

にはなくてはならないもので、お
土
み や げ

産物
も の

としても販
は ん

売
ば い

され、たいへん人気があります。

和
わ

菓
が

子
し

屋
や

酒
さか

まんじゅう

高野山の和
わ

菓
が

子
し

屋では、お寺の法
ほ う

事
じ

などでは欠
か

かせ
ない酒まんじゅうが売られています。それぞれのお店
には特

と く

色
しょく

があります。中には創
そ う

業
ぎょう

してから約
や く

100年の
間、同じ製

せ い

法
ほ う

で作られているものもあります。
生
なま

麩
ふ

高野山の生
な ま

麩
ふ

はとうふや湯
ゆ

葉
ば

とならんで精
しょう

進
じ ん

料
りょう

理
り

に欠かすことができない素
そ

材
ざ い

です。独
ど く

特
と く

の食
しょっ

感
か ん

があります。もみじの形にしたり、かまぼこに似
に

せたりして使
つ か

われます。
生
な ま

麩
ふ

を使った和
わ

菓
が

子
し

に笹
さ さ

で巻
ま

いたあんぷがあります。
これは小

あ ず き

豆あんを生
な ま

麩
ふ

でくるんだ麩
ふ

まんじゅうです。
ヨモギも混

ま

ぜ込
こ

まれています。
やきもち

花
は な

坂
さ か

では、現
げ ん

在
ざ い

でもやきもちの製
せ い

造
ぞ う

、販
は ん

売
ば い

が盛
さ か

んです。花
は な

坂
さ か

は町
ちょう

石
い し

道
み ち

と麻
お

生
う

津
づ

道
み ち

が交わる集
しゅう

落
ら く

で、昔
むかし

から宿
しゅく

場
ば

町、休
きゅう

憩
け い

所
じ ょ

としてにぎ
わってきました。高野山へお参

ま い

りする人へのおもてな
しに、やきもちがふるまわれています。

やきもちは、蒸
む

したもち米をついてもちを作ります。
そのもちであんを包

つ つ

んで平
ひ ら

たく伸
の

ばし、鉄
て っ

板
ぱ ん

で香
こ う

ばし
く焼

や

き上げて作られます。

薬
くすり

屋
や

高野山の薬屋では、古くか
ら伝

つ た

わる薬
くすり

「だらにすけ」が
販
は ん

売
ば い

されています。だらにす

「珠
じゅ

数
ず

屋
や

」のようす　『紀
き

伊
の

国
くに

名
めい

所
しょ

図
ず

会
え

』より

ごまどうふ

酒
さか

まんじゅう

笹
ささ

で巻
ま

いたあんぷ

やきもち

原
げん

料
りょう

のキハダ（乾
かん

燥
そう

） だらにすけ
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資
し

料
りょう

◎
お寺の仕

し

事
ごと

①読
ど

経
きょう

読
ど

経
きょう

は声に出してお経
きょう

を読むことです。葬
そう

儀
ぎ

を
はじめ各

かく
種
しゅ

法
ほう

事
じ

で読
ど

経
きょう

を上げ、故
こ

人
じん

を弔
とむら

います。
②法

ほう

話
わ

法
ほう

話
わ

は仏
ぶっ

教
きょう

に関するお話です。仏
ほとけ

の教えを人び
とに伝えます。生前から人びとが没

ぼつ
後
ご

無
ぶ

事
じ

に成
じょう

仏
ぶつ

できるように法
ほう

話
わ

を行います。
③墓

ぼ

地
ち

の維
い

持
じ

、管
かん

理
り

墓
ぼ

地
ち

を持
も

っているお寺では、墓
ぼ

地
ち

の維
い

持
じ

や管
かん

理
り

、
紹
しょう

介
かい

、事
じ

務
む

的
てき

作
さ

業
ぎょう

をします。
④宿

しゅく

坊
ぼう

宿
しゅく

泊
はく

者
しゃ

の食事や泊
と

まるための準
じゅん

備
び

などをします。
⑤修

しゅ

行
ぎょう

お坊
ぼう

さんは、まだ日が昇
のぼ

らないうちに起
き

床
しょう

し勤
ごん

行
ぎょう

を行います。境
けい

内
だい

を常
つね

に清
せい

潔
けつ

に保
たも

つための清
せい

掃
そう

をし、日
にち

常
じょう

生活の一つひとつを修
しゅ

行
ぎょう

として行いま
す。
⑥社会貢

こう

献
けん

活
かつ

動
どう

お寺によっては地
ち

域
いき

の人の憩
いこ

いの場としてお寺
を開

かい
放
ほう

し、瞑
めい

想
そう

や写
しゃ

経
きょう

などを行います。
⑦文

ぶん

化
か

財
ざい

の保
ほ

護
ご

お寺には古い建
たて

物
もの

や仏
ぶつ

像
ぞう

、経
きょう

典
てん

、掛
か

け軸
じく

、法
ほう

具
ぐ

などが残
のこ

されています。点
てん

検
けん

や清
せい

掃
そう

、環
かん

境
きょう

整
せい

備
び

な
ど日

にち
常
じょう

的
てき

に管理を行います。また、火
か

災
さい

や盗
とう

難
なん

な
どから大切な文化財

ざい
を守

まも
るため、安

あん
全
ぜん

の確
かく

保
ほ

に努
つと

めます。

墓
ぼ

地
ち

客室

勤
ごん

行
ぎょう

写
しゃ

経
きょう


