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Abstract ：Bamboo 　forests　have　provided　materials 　for　daily　livelihood　or 　craft 　preducts　and 　bamboo　shoot ，　However，　the　new

function　of 　bamboo 　forest　like　creating 　appropriate 　landscapes　has　gradually 　been　in　great　demand ．　Our 　study 　targeted　bamboo

forests　in　Saga−Arashiyama　area ，　Kyoto　city ，　which 　is　one 　of　the　most 　famous 　tourist　spot ，　and 　we 　clarified 　changes 　of　distribution

of　bambQo 　forests　since 　Meili　era ，　present　management 　status 　of 　these　forests　and 　pohcy 　for　conserving 　ba皿 boo　forests　by　local

government ，工n 　the　study 　area ，　strict 　legal　control 　from　1967　succeeded 　to　preserve　gross　area 　of 　baInboo　forests，　Meanwhile，　some

bamboo 　forests　were 　abandoned 　without 　enough 皿 anagement 　practices，　beeause　bamboo 　materials 　factories　and 　bamboo 　shoot

farmers　were 　in　stagnation ．　We 　a七tempted 　to　make 　alternative 　management 　measures 　for　landscape　from　stand 　surveys 　on

best−managed 　bambQo 　forests．　In　discussion，　 we 　concluded 　that　new 　policy　supporting 　landscape 　management 　practices　by

landowners　or 　stakeholders 　 was 　 needed ，
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1．は じめ に

　竹 林 は き わ めて 人 間生 活 に関 係の 深 い 林地 と して ，古 くか ら育

成，利用，管理 さ れ て き た。そ して，そ の 時 々 に求 め られ る役割

や機能 に よ っ て，分 布や 利 用 目的が 変化 して きた
／t。

　竹林 に 求め られ る機 能 は生 活 様式 の 変化 を背景 に ，か つ て の 生

活資材 の 供給，工 芸 用竹材の生 産，タ ケ ノ コ の 生産 とい っ た役割

か ら，良好な景観 の 形成 環 境 林 と して の 効果 の 期 待 とい った方

向へ も移 り変 わ っ て き て い る。例 え ば，湯本 ら
17 ）

は，都市圏の ニ ュ
ー

タウ ン 内 に 分布す る竹林 に 関す るア ンケ
ー

ト調 査か ら，周辺 住民

に と っ て は竹 林に 対 して 艮 好 な 景 観 を 形 成す る機能 に期待 す る意

識が 大 き い こ とを 示 した 。

　近年，鳥居 ら
13）14］15），大 野 ら

s〕9）ID）コ1｝，小泉 ら
E）
な ど の 竹林拡 大 に

関す る研究 が見 られ る よ うに な り，在来樹林地の 駆逐や 生 物多様

性 に 与 え る影響 な ど の 観 点 か らの 危 惧 と，それ を防 ぐた め の 管理

の 必要 「生が強 く述べ られ る よ う に な っ た。その 一方 で，竹林 が本

来持って い た竹 材生 産 や タ ケ ノ コ 生産 な ど の 目的を失った 後，放

置 される こ とが多 くな っ た竹 林 を 今後 ど の よ うな 姿 に 保全管理 し

て い くの か，そ の 目標像が十分 に 認識 され，研究 されて い る とは

い い 難い 状況 に あ る。と くに，放置竹林 の 持つ 負の 影響 に 関す る

管理の 研究 に 比 べ ，よ り艮 好 な 環 境や景 観を作 り出す機能 の た め

の 保全管理 に関す る研 究 は立 ち後れ て い る。

　 本研究で は，景観 を 形 成す る機能が もっと も期待 され る竹 林 と

して ，有名観光地 で あ る京都 の 嵯峨嵐山 に分布す る竹林を代表的

事例 と して 取 り上 げ る 。 そ して，嵯峨嵐 山に分布す る竹林景観が

現在 どの よ う な状 況 に あ る の か，ま た 自治体 の 景観保全 施策が 竹

林景観 の 保全 に どの よ う な影 響
・効 果を与 え て い る の か を明 らか

に す る こ とを 目的 とす る。さらに，今後景観 的な機能 を向上 させ

る 目的で 竹 林を扱 って い く際の ，管理指針 。施 策 の 提 案 を試 み る。

　 な お，本 対 象地 域で は，狩野
！〕

が ，都 市的土 地 利用の 拡大 と竹

林の 分 布が せ め ぎあって きた地 域 と して 嵯峨野周辺 を と らえ，お

よ そ百 年 間 に わ た る竹 林分布 の 変化 を 明 らか に して い る ほ か，竹

類文化 研 究会
LZ〕
が，1992年 に 嵯峨野地域 の 竹林 を管理 状況 も含め

て 景観 的な 観点か ら調査 して お り，補足 や 比較対象 とな る情 報

も比 較的豊富で あ る。こ う した こ と も，嵯峨嵐山を 対象地 と して

選択 した 理 由の ひ とつ で ある。

2．研究 方法

（1）嵯峨嵐 山にお ける竹林分布 と管理状況 の 把握

（i）竹林分布の 変遷調 査

　嵯 峨 嵐 山地 域 に お け る竹 林分布 の 変 遷 は ，1889 （明治 22）年

測 図の 1／20，000仮製地 形 図以降 の 地形 図を時系列 的に現 在 ま で

参 照 した 。 対象は
一般 に 嵯峨嵐 山地域 と して 認 識 さ れ る 図

一1 に

示す 範囲で あ る。本研 究で は仮製地形 図の 図幅 「愛宕山」「京都」

と 2002年発行の 国土地理 院 1／25，000地形図 図幅 「京都西北 部」

につ い て，地図記 号に よ り竹林の 位置 を 判読 した 。 現 在 の 竹 林 分

布 につ い て は 2002年 の 地 形図 と併せ 補足的 に 空 中写真 （1987年

撮影） を用 い ，また，2006年 9月 に 現地踏査 に よ る確認 を行 っ

た 。 さ ら に，竹林分布の 変遷 に つ い て は，狩野
呂〕
に よ る嵯峨嵐 山

周 辺 の 過 去約 100年 の 竹林分布の 変化 を 追 っ た報告，及 び，対象

地域 に 生 まれ育 ち竹産 業 に 関 わ っ て き た 7D代男性 2 名に 対す る

聞き取 り調査 に よ り補足 した、
（ti） 竹林 の 利 用管理状況 調査

　対象地域の 中で も，特 に 寺社仏 閣が集 ま る 観光の 中心 地 となっ

て お り，ま た 過去 の 調査
12〕

が 存在す る範囲 を 重 点 調 査 範 囲 （図一

3） と し，こ の 範囲に 存在す る 竹林の 区画 に つ い て ，そ れぞ れタ

ケ の 種類，管理状況，利用 目的，垣 根の 種類 。状態に つ い て 現地

調査 に よ り明 ら か に した。な お本研 究 で は，調 査 範囲内の 全 て の

竹林の う ち，ホ テ ル ，旅館，料亭な どの 施設や 拝観料を要する社

寺の 内部 に 入 ら な けれ ば 見 る こ との で きな い 竹林 お よ び，民家の

生垣 ・前庭 な ど の 小 面積 の 竹 類 を 除 く竹林を 対象 と した。
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な戯 賤  艶霪中で建造物修景地区以外はすぺ て風致短区が 重複篶竃されている a

図一1 対象地域 における竹林分布と景観保全施策 の指 定範 囲

　 そ れぞ れ の 竹林をマ ダケ 林，モ ウ ソ ウ チ ク林．モ ウ ソ ウ チ ク と

マ ダケ の 混交林，ホ テ イ チ ク 林 に分類 し た 。な お，今 回 の 調査 に

お い て ，ハ チ ク は 出現 しなか った 。調 査範囲の 竹林 の 現在 の 利 用

目的 は，す べ て 景観林 と して の 扱い とい え るが，一部生産 用途 を

持つ もの も見 られ る 。本調査範囲 に は タ ケ ノ コ 生 産林 は存在 し な

か っ た が，竹材 生 産を 目的 と し て い る もの は 認 め ら れ た た め ，そ

の 旨を記録 した。
　 竹 林 の 管 理 状況 は，既 存 の 文 献

1川 16〕
よ り，今 日 ま で に 確立 さ

れ て い る竹材生 産林 と タ ケ ノ コ 生 産林 の 竹林管理手法 に 関 して 伐

竹周期 ・林高 ・桿数 密度 ・手 入れ内容 ・集約性 ・林床の 様子 を把

握 した ヒで ，生 産林 の 密度状態 を基準 と して ，A ・B ・C ・D の 4

段階で 昌視 に よ り評価 した 。生 産 目的 の 竹林 に お け る
一

般 的な 管

理 指針 を表
一1に 示す。タケの 種類刷 に この 密度状態を適 正値 と

して ，ド記 の よ うに 管理 状況 の 評価基準 を設定 した。
A ：密度管理 が 適 正 で あ り，枯れ 竹や 倒竹が ほ とん ど な い 状 態

B ：密度管理 が 適 正 で あ るが，枯れ 竹や 倒竹が 残 されて い る状態

崛治 22 年 測図 112e，000 仮 製地形図 よ つ作旒 図 lt 同軈囲 を示す。

図
一2　 対象地域 に お ける明治 22年時の 竹林分布

C ：密度が 高く， 枯れ 竹や 倒竹が 目に 付 く状態

D ：管 理 が ほ と ん ど行 わ れ ず，人 り込 む の が困 難 な状態

　竹林 の 周 囲 に 巡 らさ れ て い る垣 根，と くに 穂 垣 の 存在は 嵯 峨嵐

山に お け る竹林景観 の 重要な 構成要素 と なってお り ，
そ の 管理 状

況 も竹林景 観 に大 き な影響を 及ぼ す と考え られ る こ とか ら，そ の

有無，素材，状態を記録 した D 状態は 穂垣 と竹垣 に 限 っ て 記録し，
下記 の 基準 に よ り a ・b ・c ・d の 4 段階 で 評 価 した 。

a ：破損 な どが ほ とん どな く，景 観 上 最 良 と い え る状 態

b ： ッ ル 植物等かか らみ つ き多少岐損が 見 られ るな ど，や や 修理，
　 手入 れが 遅 れて い る状 態

c ：破損 した 部 分 が 多 い が
一応 の 遮蔽効 果 が あ り，壇 根 の 役 割は

　果 た して い る状態

d ：支柱 の ろ が残 る な ど，遮蔽効果 を果 た して い な い 状態

　 さ らに ，嵯峨嵐山 に お け る竹の 資源 と して の 利 用 に つ い て 把 握

す る ために，こ の 地域 に店を構え る竹 材の 牛産 。加 工業者，販売

店，京都 市街地に あ る竹製品の 製造 業者 に対 して 聞き取 り調査 を

行 った D

（丗）景観林で の 林分調査

　 ヒ記 現地で の 管理状 況調査 か ら，管理 状況 が 「A 」 と評価 さ れ

た 景観林の う ち，調査 プ ロ ッ トが 充分 と れ る面積 が あ り，観 光動

線±重要な モ ウ ソ ウ チ ク林の 2 林分 に おい て，林分 調査 を実施 し

表一1　 生産 目 的別 の 竹 林の 管理 指針

竹の 顛 桿数密度 林高 麻 稈の伐竹年数 集約陸 手入れ の内容

マ ダケ 7，000−15，000木〆  1σ一15m 草本で被覆

竹材歯醂
モ ウソウチク 8，000本〆ha12 −

／8m
よ し、⊃ し

はわずか な草
　　 本

工芸用材 3−4 年

炭化用材 5年
粗放的

　　　 施 肥は行 わない 。
稈 の太 さによっ て密度が異 なる．

タケ ノ コ生産林 モ ウソウチク
　　 　 　　 　 12

，QOO−5，000本！ha ま（洫 な し 親暫 5−7年 集約的
施 肥、敷 きわ ら、土入れ、先 どめ

林床に 陽光が 入 りや す
『
くし 、早期

の 出筍 を促す，

※ 文献 1）5）16）を もとに作成
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た。各林分 に つ い て 1GmX10m の プ ロ ッ トを 3 箇 所設定 し，稈

数密度 を調 べ る とと もに，う ち 1箇所の プ ロ ッ ト中ですべ て の 稈

の 胸 高直径 を測定 した 。 ま た，それ ぞれ の 竹林 の 平均林高を測竿

と 目視 に よ り測 定 した。
（2） 嵯峨嵐山に おける景観保全施策の 把握

　2005年京都市 発行 の 京都 市景観計画
a〕

に 基づ き，嵯峨嵐山地域

を対象に 指定 され て い る 景観保 全施策 の そ れ ぞ れ の 意 義 と 目 的，

地区名，根拠 とな る 法規制，所 管省庁 ・団体，制 限行為，助成制

度，．
罰則規定を把握 した。そ して 各景観保 全施策 の 指定範 囲を地

図上 に 示 した。ま た，最 も厳 しい 規 制 とさ れ て お り，地 区 内 の 上

地 に対 して 行政 に よ る買 い 取 り制度が 備わ っ て い る，「古都に お

ける歴史 的風土の 保全 に 関す る特 別措置法」 （以下 「古都法」 と

す る）に基づ く歴史的風土 特別保存地区の 範囲に つ い て は，京都

市 役 所 に お い て，閲覧 に 供 さ れ て い る指定範囲図を もとに ，重 点

調 査範囲の 地 図上 にオ
ーバ ー

レ イ を行った。

　 ま た，「古都法」 の 運用 主体で ある 京都市 都市計画局風致 保全

課 の 担 当者 3名 に対 して 聞き取 り調 査を 行 い ，買 い 取 り制度の 状

況，運用 に 当た っ て の 問題点，今後 の 取 り組 み などを把握 した。
さ らに，京都市 と無償の 管理 契約を交わ して い る，地元の 観光施

設 の 責任者 に 対 して ，管理 状 況 の 聞 き取 りを行 った 。

　 全て の 聞 き取 り調 査 は，2005年 6月か ら 2006年 9月の 期間 に

実施 した。

3．結果

（1）嵯峨嵐山 にお ける竹林分布および管 理状況

（i） 嵯峨嵐 山地域 に お け る 竹林分布の 変遷

　図
一1 に地形 図お よび 空 中写真 と現地 踏査か ら把握 した現 在の

竹林分 布 を，図一2 に仮製地形図か ら判読 した明治 中期の 竹林分

布 を示 す。両者 の 比較か ら 明治 中期 か ら現在 に か けて ，嵯 峨 嵐 山

の 竹 林 は全 体 的に減少 して い る こ と が読み とれ る 。 明治 中期当 時

に は，今 日の 市街地 に あた る部分 に も竹林 や田園が 広が っ て い た

が，現 在で は多 くの 竹林 は 田 園 と と もに 消 失 し て い る。特 に ，
1966年 に 指定 され た 古都法 の 指定地域 （歴 史的風土保存区域 と歴

史的風土特 別保存地 区）外の市街地 部で消滅 の 度合 い が著 しい （建

造 物修 景 地 区 内 で 9割 以 上 減）。対 して 古都 法の 指定地 域 と な っ

た 天龍寺か ら化 野念 仏寺 の 範 囲 に か けて は，減少 し て い る とは い

え 比 較 的竹林が よ く残さ れ て い る と言え る （重点調査範 囲内の 古

都法 指定 地 域 内 で は 6割 程 度 減）。狩野
：〕

に よ れば 嵯峨嵐 山周 辺

の 竹林 面積 は，こ の お よ そ 100年間 で 1／5 程度 に 縮小 して お り，

反対 に 「都市的」土地 利用 は，5倍以上 に拡大 して い る。ま た．

聞 き取 り調 査 に よ れ ば，こ の 原因 は戦時中 の 食糧増産や 戦後の 農

地 改革，1960〜1970年代 の 宅地 開発 や 観光 開発 に よ る もの で あ

る と認識 され て い る 。

　一
方 で，北 嵯峨周辺 （大 覚寺，広 沢池周辺 か ら北側） で は，竹

林 が 拡 大 して い る （北 嵯峨 周辺 で 明 治 22 年〜2006 年 の 間 に 6倍

増）。 1980年代以 降 に は，丘陵部 な どで の 竹林面積が 増加す る傾

向 が 見 られ，特に，谷沿 い で の 面 積の 拡大 が 目立 っ た。こ の 竹 林

の 多 くは モ ウ ソ ウチ クで あ り，現 在 もタ ケ ノ コ 生 産林 と して 利用

され て い る竹林か ら拡大 した もの で あ る と聞き取 りに よ り明 らか

にな っ た。一方，タ ケ ノ コ 生産林の 管理状 況は 様 々 で あ り，生 産

緑 地 と して登 録 され てい る竹林 も存在 した 。 また，こ れ らの 比較

的由来 の 新 しい 竹林 につ い て も，ほ とん どが 「古都法」の 指定地

域 となって い た 。
　（ti）重 点調査範 囲に お け る 竹林 の 利用 目的 と管理 状況

　 重 点調査範 囲内に は計 42区画 の 調査対 象竹林が存在 した 。
そ

の 一覧 を表一2 に 示す。図一3は こ の 内，竹 林 の 種 類，管 理 状況，

利用 目的，公的所 有の 状況 を示 した もの で あ る 。

　 マ ダケ 林 とモ ウ ソ ウチ ク林の 面積 は，お よ そ半々 で あった が，
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匠套　歴 史的風土特別保存地区

図
一3　 重点調 査範囲 にお け る 竹林の種類 と管理 状 況

写 真一1　 管理 状況 「A 」

　　 　　 竹材生産林 （No．3）

モ ウ ソ ウチ クは 比較 的 山裾 側

に 分布 し，マ ダ ケ は 平地寄 り

に 分布 して い る傾向が 見 られ

た。部分的 に はマ ダ ケ と モ ウ

ソ ウ チ ク の 2 種の タケ が 混交

す る箇所 や，樹林地 に 混交，
あ る い は 侵入 して い る と思 わ

れる 箇所 も見 られ た。
　 また，利用 目的を み る と，
No ，3，32，33，34 の 竹 林 が竹

材 生 産 林で あった が，そ れ ら以外 は 現 在特定 の 利 用 ・生産用 途を

持 っ て い な かった。こ の 範囲の 竹 林は，す で に 竹材や タ ケ ノ コ な

ど の 資源 を得 るた め に は ，ほ とん ど利用 され て い な か っ た。

　管 理 状況 につ い て 見 る と，観光用の パ ン フ レ ッ トな どで もよ く

紹介 され る竹 の 道周辺 （天龍寺 の 北側〜JR 線路沿 い ）は，比較

的良好に管理 されて お り，一
部 の 庭園的 な利用 を して い る竹 林 の

管 理 も 「A」 の 状態 に 保 た れて い た。そ して ，竹材生産の た め に

利 用 されて い る No．3，32，34 の 竹 林の 管理 状況 は 「A」 の 状態

に保 た れ て い た （写 真一1）。さ ら に ，社 寺 が 所 有 して い る No．1
の 竹林 の 管理状況 も 「A 」 で あ っ た。
　 しか しなが ら，そ れ以外 の 竹林の 管理 状況 の 評価は 「C」 程度

が 多か った。また，観光客 が 多 く訪 れ る竹 の 道 周 辺 に お い て も，
19 区画 中，管理 状況が 「C」 ま た は 「D 」 と 評価 された 区画が 6

区画見 られ，歩道上に 倒竹 が 覆い か ぶ さ るよ うな部分 も見受 け ら

れ る 。
　竹類文 化研究会 に よ る 1992 年に 実施 さ れ た 同範 囲の 調査

L2）
で

は，社寺等 に おけ る竹林の 内，管理 が 良好（本研究で は 「A 」 と

「B 」 に あ た る）と判定 され た も の は約 6割 ，放置 （本 研究 で は
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表
一2　 竹 林 の利 用

・管理 状況

No ． 種類
管 理
状 況

垣根
垣根の

状 態
備考

1 ソ　 チ A 一 a ，
2 ウツ ウチク D 垣 b

3 マダケ A3 種類 の竹
垣

a 竹材 利用

4 ソ D
5 マ A 一 c

6 マ 　ケ D3 し

7 ソ　 チ D3 し

8 ソ　 チ D5 し

9 マ c 　　　 ＿ c

10 小 テ　チ B 四 つ a

11 マ ダケ D ラカシ の 生一 針葉 樹と
　ダケ混交林

12 ウソ ウチクと
ダケの 混交

D なし
．

13 一 D
纏 ソ　 チ A a

15 ウソ ウチク C 竹垣 b リヒラ 　ケカ
か に混 じる

16 ウソ ウチク D 　ン ゴジュ の

生堤
木本 とモ ウソウチ

の 混交 林

1フ ウソウチ ク G ヤブツバキ
　 生 垣

木本とモ ウソウチ
の 混 交林

て8 ソ　 チ 臼　 金網
19 ソ 　チ D
20 ソ　チ D3

21 マ ダケ D 網と竹 坦 d

22 マ D 写

23 B 一 a

24 マ B C

25 モ 　 ソ　チ C a

26 マ G

27 D o

28 マ ダケ G 填 0 床に 木本 多い

2 マ B 一 a

30 B b

31 B　　　 ＿ G

3 A o

33 マ 　ケ C　　　＿ b
34 A a

35 ケ D 一
36 B　　　 ＿ o

3フ ソ B　　　 ＿ b
38 ソ A a

39 ソ　チ B b
40 ソ　チ A a 眄
41 モ 　ソ　チ A a

42 モ 　 ソ　 チ c 　　　 ＿ b

No ．は 図
一3 の 番 号 に対応

「D 」 に あた る） とさ れた もの は約 1割強で あった。今 回の 調 査

は社寺等 に 限 られ た もの で はな い が ，「A 」 と 「B」 の 籔画数は 20

区画 で あ り，区画数全体 の 48％ とそ れ ほ ど大 き くは 減少 し て い

な い もの の 「D 」 区画は 15区画 と区画数 全体の 36％ とな って お

り，十数年前 に 比べ て も全体的に 「D 」竹林が 増え て い る 。
　竹林 と歩道等の 境界を形成す る 垣根 に は ，モ ウ ソ ウ チ クの 穂 の

部分を束 ね た竹穂垣 と竹材
．
を編ん だ竹垣，ア ラ カ シ やサ ン ゴ ジ ュ ，

ヤ ブ ッ バ キ な どの 生 垣，金 網，偽木な どの 種類が 見 られ た。穂垣

ま た は竹垣 の 内，2／3程度 は 「a」 と 「b」 に 保た れ て い た が，1／3

程度 は 「cj 以下 で 破損状況が 著 しか っ た 。

　竹 林 の 管理 状況 が 「A 」で あ る 9区画 に は全 て ，穂垣 ま た は 竹

垣 が設 え られ て あ り，そ の 内 7 区画の 垣 根 の 状態 は 「a．．1で あ っ

た 。

価 ）管理 良好な 竹 林の 林分構造

　管 理 状 況 調 査 に お い て ，そ の 管 理 状 況 が 「A」 と評価 され た 竹

林 2箇 所 （No，1 と No ．40） につ い て，林分 調 査 を行 っ た 結果 を

表一3 に 示 す。双 方 と も モ ウ ソ ウ チ ク林 で あ り，稈 数 密度 は約

5，000本／ha で あ っ た 。林 高は 14〜18m で あ り，通常 の 集約 的夕
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ケ ノ コ 生 産林 に お け る先 ど め さ れた 竹林 （林高 10m 程 度以下）

に比べ る と，か な り高い 。直径 は 10cm を超 える もの が多 く，林

床 は常緑 の 木本類実生を除い て ほ とん ど植生 の な い 状態 とな って

い た。枯れ た 稈の 残 る割合は 5％ 程度以 下で あった。
　な お，No，40 の 竹林 で は林分構 造調査 の 数週間前 に密度調整伐

が 行わ れ て い た 、伐竹跡の 株数の カ ウ ン トか ら，調整伐以前 の 稈

数密 度 は約 6β00本／ha で あ っ た 。

表
一3　 艮好 な景観林の 林分調査結果

o．40 ，、　　 　　 ．1
モ 　 ソ　　 ク モ ワ ソワ

ー
ク

’
目 ．．　 兄 A A
垣 艮 、悪垣 ’＿
旦　の 状 懸 a a
1
咼　 m 18 1喋〜15　　　　　一「’乙
冫　 訓 ＿倥 　 cm 11．44 lO，70

　馳．
示 　　　　　　C 2，03 1．79…

劉 　 　　〆ha 5200＊ 5467
噛 1．7％ 5．2％

褓 鯉 、に．え製 櫞鱧 奢
生がわ

饗説竃査の数週間前に密度調董氈戈カミ箋訪笆されてい るo
衡 蠏 の 株数か ら、調整伐前は約 6，300 軸 a で あっ た。

（2 ）関連する景観保全施策の 現 状，問題点 の 抽 出

（i）嵯峨嵐山全体の 景観保全施策 の 現状

　 嵯峨嵐 山地域 で は，高度成長期 に お け る急激 な宅地 開発 の 進行

に 対処す るた め ，行政に よ って 景観保 全に 関す る複数 の 法劇度 に

基 づ い て，規 制，行為の 制限 が か け られ て き た 。
　 表一4 に，嵯峨嵐 山地 域に おける景 観保全 に 関わる 5種類 の 法

制度の 名称 と所管 お よび 区域 指定 の 名称 と内容 を示す 。 もっと も

初期 の 法規 制は，／930年指定 の 風 致地区 で あ り，1967年 に は歴

史的風土 特別保存地 区が 指定 された 。 そ の 後，1979年 の 嵯峨鳥

居
・
本 地 区 伝 統的建造 物群保 存地 区指 定，／995年 の 自然 風景 保 全

地 区指 定，1995年の 建造 物修景地 区指 定 と続 き，現 在 で は 計 5

種類の 法制度 に 基づ く地 域指定 がな され て い る。
　図一1 には．そ れ ぞ れ の 地 域指定 の 範囲を示 して い る 。

こ の 図

か ら，嵯 峨嵐 山地 域 に は ほ ぼ 全域 に何 らか の地 域 指 定 が な され て

い る こ とが わ かる。さらに複数 の 規制 が重複 して 指定 され，複雑

な状況を呈 して い る 。 概要 を述べ る と，市街地域 に は建造物修景

地 区 が 指 定 され，丘 陵域 に は 自然風 景 保 全 地 区 が指 定 され，そ の

中間域で ある 山裾〜田 園部 に歴史的風土保存区域 が指定 され て い

る 。そ し て 歴史 的風土保 存区域 の 中で も特 に 重要 と考え られ る地

区に 対 して，歴史 的風土特別 保存地 区が指定 され て い る。また，
風致地 区は建造物修景地 区を除 く全 て の 地域 に重複指定 され て い

る。
　樹林地 に対す る行 為 制 限，木竹 伐 採 の 許 可基準 の 内容 は表一4

に示 す通 りで あ り，対象地域 の 鴛林 の 大部分 は現状変更 に許可を

要 し，大規模 な伐竹，土地利用 の 変更 が起 こ りに くい 状態 に担保

さ れ て い る 。歴史 的風土特別保存地 区に お け る 行為規制 は特に 厳

しく，現状変更行為が ほ とん どで きな い 。さら に，行政 に よ る土

地 の 買 い 取 り制度 が備 わ って い る の が 本制度 の 大 きな 特徴 とな っ
て い る 。
（ii）重 点調査範 囲内の 竹林景観保全施策

　重 点調 査範囲 内は歴史 的風土 保存区域 あ る い は 歴史的風土 特別

保存地 区に 指定 され て お り，景観保全上 重要な 部分 と認識 されて

い る 。 歴史的風土特別保存地 区の 土地所有者が 指定区域の 土 地を

売 る こ とを希望 して い る 場合，費用 の 7 割を国の 負但，3 割を市

の 負担 に よ り買 い 入 れ る と い う制度 に 基 づ い て ，京都市 （担当 ：

都市計 画 局都市景 観 部風 致保 全 課）で は，1967年 以降，徐 々 に

こ の 地 区 内の 買 い 取 り要 請 の あ っ た 私 有 地 を 購 入 して お り，2003

年 ま で に 199haを所 有 して い る ％ こ の 中に は 景観．．L重 要 な 嵯 峨

LRJ 　 70 （5），2007

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Institute of Landscape Architecture

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　工nstitute 　of 　Landsoape 　Arohiteoture

表
一4　 嵯峨嵐 山地 域 に お け る景観保全法制度

法制度及

醜

都市計画法 （国土交通省 ）及び

京都市風嬲 区条例（京都市）

謝 ；おける歴史的風上の 保全仁関する特別措

　　　　　　　　 蹴

　　　　　　　（国士交通省）

　　　 文化財保護法（文化庁）及び

京都市伝統的建造物群保存地区条例（京都市）

京都市自然風景保全条例

　 　　 （京都市）

京者肺 市穆弛 景

観整備条例

　 （京都市）

区域指定

の名称
風致地区 歴史的風土保存区域 歴史 的風土特別保存地区 嵯峨鳥居本地区伝統的建造物群保存地区 京都市自然風景保全地区 一

指定年度 1930年 1967年 1979年 1995年 1995年

木竹の 伐採で 、第 1種自然風

樹林地に

お ける

制限行為

木竹の伐採等の現状変更行為を

行なう場合には、市長の 言何 が

　　　　　 艨

それぞれ の地区にお

い て、保存計画が 定め

られて おり、その趣 旨

に反する行為は制限さ

　　　 れる

現状変更に対して は届

出、勧 告の制 度あり

木竹の伐採、土石の 堆積

など、一切の 現伏変更行

　 　　 為禁止

一

　　　　 では 30D  以上、
第2種自然風景保全地区で 1

1ρ00   以上 を行おうとす る

合は 、あらか じめ 市長の 許可

　　　　 が必要

一

木竹伐採

における

許可基準

風致を損なうおそれが少ないこ

と、必要最小限度の 伐採とするこ

　と、伐採面積は 1COO  以下
一 一 一

自然風景 に悪影 響を与えな

　　　　 い こと

第1種地区で は 7割以上 の

　　 　 地を残す こと

一

購

その他の

　制 麦

  一

規制により土地の利用に

著しい支障を来す場合、
地の 所有者からの 申し出

にょり市が 土地を買い入

　　れることができる

建築物と街路を主な対象とする

一

市街地の 建築

物、工作物を主

な対象とする

嵐 山の 竹林 も含 まれて い る。
　以下，京都市風致保全課職員 に 対す る 聞 き取 りに 基 づ い て 記 述

す る。京都市 は，重要な 観光資源 とな っ て い る竹の 道 周辺 で は，
5割程度 の 竹林 を所有 して お り，そ の 他 に も，寺社仏 閣付近 の 竹

林 を い くつ か 所有 して い る 。

　
一

方，こ う した買 い取 り制度 な ど に よって 行政所有 とな っ た 竹

林 は ，どの よ うに 管理 され て い る の だ ろうか。京都市が現在行 なっ

て い る 事例 の
一

つ は，タ ケ ノ コ 生産林 と して 管理す る と い う条件

で 元の 土地 所 有者 に 京都市 が土 地 を貸す 契約制度 で あ る。また ，
か つ て は 竹 材業者に 対 して も竹材林管理 を条件 と した 同様な契約

を交わ して い た。しか し，本研 究に お け る重 点調査範囲の 京都市

所有の 竹林で は ，現 在，資源を 得 るた め に 管 理 す る竹 林 （竹材生

産林 と タ ケ ノ コ 生産林） は 前述の 通 りほ と ん ど存在 しな い 。 現実

に は，継続的な 生 産的利用を 広い 範囲に わ た って期 待する こ とは

難 し く，そ の た め管理 が 不十分な 状 態 にな っ て い る林分 も見 られ

る。
　竹林景観を良好な 景観維持 の た めだ けに管理 す る場合，つ ま り，

竹 を伐竹 し，運搬 し，焼却す る と い う管理 方 法 を行 っ た場合 に は，

京都市 の 試算に よ る と，竹 1本 当た り 1，000円 もの 費用 が かか る

こ ととな る。しか し，そ うした管理 に対す る行政 か らの 支 出は 極

め て 限 ら れて い る の が現 状 で あ る。 ま た，穂 垣 ・竹垣 の よ う に 定

期 的に 補修 ・交換が必要 な景 観要素に 対 して の 財政 的支援 もほ と

ん どな い の が 現状で あ る 。
こ の よ うに，公 的所 有に 移った部分 で

も非常 に 良好に 継続的な 管理 が な され て い る部 分 もあ る
一

方 で ，

十分 な 管理が 行 き届かず，放置状態 に な っ て い る林分 も見 られ る。

4 ．考察

　嵯峨嵐 山地域で は，複数の 法制度 に 基づ く規制 に よって，高度

成長期以 降の 宅地 開発な どが 制 限され，消失す る可能性の 高か っ

た竹林 が
一

定 程 度 は確 保 され て きた。また ，歴史的風土保存特別

地 区に 指定 された部分 に おい て は，公有地化 の 制度を利用す る こ

とに よ って，将来 的に もある 程度 の 面積の 竹林 が継続 して 担保 さ

れ る こ と とな った。こ の よ うに して 保全 され た竹林 は 今 日 の 嵯峨

嵐 山地 域の 景観に と っ て，質 ・量 ともに重要 な役割 を担って い る。
　 しか しな が ら，現 状 凍 結 的な保全制度 （行為制 限や公有地化）

に よ っ て 竹林の 「量」 は確 保 され た と言え て も，そ の 「質」 の 確

保に つ い て は 課題 と して 残 され て お り，面 的に 竹林 を保全 した後

の 次の 段階が 求め られ て い る。つ ま り，良好 な 竹林景観 を 保つ た

めの 具体 的な 管理 方法や，管理 に どの よ うな 主 体 が どの よ うな形

で 関わ っ て い くべ きなの か，その 仕組み を 整理 す べ き 段階 に入 っ

て きて い る と言え る。以下，竹 林 の 林 分 自体 の 管理 と，新た な 景

観保全 の 施策 的な方 向性 と に わ けて ，本研 究 の 結 果 に 基 づ い た 提

案 を試 みた い 。
（1）景観林 と して の竹 林 管 理

　管理状 況が 「A 」 で あ っ た竹 林 の 林 分調 査 結 果 を も と に，今後

求め られ る 「景観林」 と して の竹 林管理 の指針 を表一5 に提案す

る。原 則 と して 生 産 目的 の 竹 林管 理 基 準 に準 じな が ら，嵯峨嵐 山

の 竹 林景観の 現状に あ わ せ た 基準 と して い る。

　 まず，モ ウ ソ ウチ ク林 は 密度，林床の 状態 に つ い て は タ ケ ノ コ

生 産林 に 準 じる。従 っ て ，稈 数 密 度は 5，000本／ha程 度を 目標 と

す る 。た だ し，林高 は稈の 先 端 を 先 どめ して 低 く保つ タ ケ ノ コ 生

産林 とは 異な り，樹陰を作 り，上空の
．
卜分 な鬱閉感を出す た め に，

む しろ十分 な 高 さ を確 保 す る こ とが 求め られ る 。密度調整に あ たっ

て は ，黄変 した老 竹 を伐竹 し，当年生 や 若 く健全な 稈を残す よ う

に する。林床 は ほ と ん ど植生 の な い状態 とす る。

　 マ ダ ケ林 に つ い て は竹 材 生 産 林 に準 じる が，竹材 は採 る 材料 の

寸法に よ っ て 密度管理 が変 わ っ て くる た め，桿 数密度の 幅 は大 き

い 。 林床 は 草本層 が覆 うよ うな状況 とす る。

　 な お管 理 状況 の 調 査 の 過 程 で は，比較 的良好 な 管理状況 に あ る

竹林に お い て も，残 され た 稈 の 配 置 が塊状に 著 し く偏 っ て い た り，

表
一5　 景 観 竹 林 の管理 指針 提案

稈数密度 林高　 　枯損稈率 林床 管理方針

モウソウチ
　　　　　　5，〔X）O−6，000本／ha　 15−18m　　596 以下
　　ク

なし
黄変した老竹を伐竹し、若く緑邑の 濃い 、健全な稈を残す

施肥は行わない

マ ダケ　　 7，〔X）O−15，000本／ha　 12−15m　　5 ％ 以下 草本層 竹材 生産林の管理に準じる
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単 純 に 密度 だ け を 調整 した た め，老竹 が残 され若竹が 伐竹 され て

い る 例 な ど も見 受け られ た。竹林管理 に精通 して お り．竹材 や タ

ケ ノ コ の生 産技術を よ く知 る技能者か ら，将来 の 管理者 に 対 して

技 術を 継承 して い く こ と も必 要 で あ る。

　ま た，良好な 竹林 に は，竹素材の 墳 根が 使用 され る傾向があ り，

竹林が 管理 さ れ る と，必 然的に垣 根 もま た管理 され，良好 な状態

を 維持 で きて い る と考 え られ る。この こ とか ら，竹 林だ け で な く，
そ れを取 り囲む 穂垣 ・垣 根の 維持管理 や，歩道 の 修景 な ど も景観

保全上重要 な項 目の ひ と つ で ある 。

（2 ）景観 竹林 保全の ため の 施策 的方 向性

　 資源生産 の た め に 利用 さ れて い る 竹 林は 比較 的良好 な管理 状況

にあ り，景観林 として位 置づ け られる竹林 に おい て も，資源生産

を積極的 に導入 して い くこ とは 有効 で あ る。そ の た め に は ，広域

な 視点か ら竹林 の 資源利用 の 可能性 を と らえ，個 々 の 竹林 に 求 め

られ る，ある い は 期待 で きる機能 （景 観 ・資源 ・環境） を適切 に

評価す る必 要が あ る。ま た ，生産緑地，風致地 区，古都法 に よ る

地区指定な ど多様な規 制が か け られ て い る地域 に お い て は ，そ れ

ぞ れ の 制限行為 を吟味 し，そ の 区域 で有効 な資源利用の 方 向を探

る必要もあ る 。

　 さ らに は，景 観林 と して 適切 な管理 を継続す べ き林分 と，管理

に よ る効果 が期 待され な い 林分 と を，関係者の
．
協議の も と，わ け

て 考え る こ と も必 要で あろ う。 将来 に わ た っ て竹林 と して の 管理

が 希望 され る林分，あ る い は管理 す る こ とに よ る高 い 効果 が期待

され る 林分 に つ い て は ，資源利用 と の 併存 の 可能性 もあ わせ て ，
行政的な支援 の 下，適切 な管理 を継続 させ る よ うな措置 が必要 で

ある 。．一方，竹林 と して の 管理 が希望 され な い ，あ る い は管理 す

る こ との 効 果が十 分期待 さ れな い 林分 に つ い て は ，放置竹林化や

周辺植生 へ の 侵 入 。駆逐 を最低 限抑制 するよ うな管理 と と もに ，
そ れが 困難 な場 合は ，竹 を伐竹 し，他 の 緑地 へ 転換す る こ と も選

択技 と し て 考 え な け れ ば な ら な い っ 以 上 の 方 向性を 図
一4 に 示 し

た。
　 こ うした仕組 み の 前提 と して ，行政 と生 産者，竹の 啻 門家，材

料 を利 用す る 技能 者，周辺 の 観光関係者 な どが，本来の 資源利用

の あ り方な ど を踏 ま え て ，将来 の 管理 に 向けた 明確な 基準 を共 有

して い くこ と も必 要で あ る 。嵯峨嵐 山地 域で い えば，か つ て は銘

竹 と して 知 られ た 野々 宮竹 の 歴 史 もあ り，こ う した ポ イ ン トを 手

が か りに 共通理解 を深 め て い くこ とが 可能 と な るだ ろ う。

謝 辞

　本研究を進 め る 上 で，京都市都市計画局風致保全 課の 職員の 方

に は，資料 を堤 供 して い た だ くな ど多 くの 協 力 をい た だ い た。こ

の 場を借 りて ，厚 く御礼 串 し上 げた い D

引用文 献

1）犬井正 （2002）1 里 山と人 の 履歴 ：新思 索社．244−287
2） 狩野英子 （1995）： 京都嵯 峨野周辺 の こ こ 一

世紀 の 竹林 分布

　 　 の 変 化 ：Bamboo 　Journal　 NQ ユ3，1−8
3）京都市 （2005）：京都市景観計画

4 ） 京都市都市計 画局都 市景観部 （2005）：京 都の 景観 ：保 全再

　　生創造，8

5）香川 県環境森林部 み ど り整備課 ：香川 県竹林整備施業指針 ：

　　香 川 県 ホ
ーム ペ ージ ＜http；〃 www ，pref．kagawa．jp／USERS

　　〆s14910 ／kankyo！midori ／

’
tikurin／siryol ，pdf＞，2005．3更新，

　　20〔〕6．9．27参照

610

　　　　1櫞 驪 讎 1　　　　1薗　層　觸嘗鬯　o幽　．　畠

図
一4　 竹林景観保全 の た め の 施 策的 方向性

6）小 泉圭吾・谷本親伯 ・朴春澤 （2eo3）：京 都府 雨部地域 の竹

　　林拡大 に関す る研究
一

山城地域の 竹林分布変化
一

：Bamboo

　 　Journal　No．20，33−43
7）小椋 純

一
（1983）；京都 に お け る江戸後期 の 竹 林分布 に 関す

　　る
一

考察 ：BambDo 　Journal　 No．1，4−10
8）大野朋子 ・加 我宏 之 ・下村泰彦 ・増田昇 （2002）； 大 阪府岸

　 　和 田市 に おけ る竹 林の 拡大特 性に 関する 研 究 ：ラ ン ドス ケ
ー

　 　 プ研究 65（5），603−608
9）大野朋子 ・加我宏之 ・下村泰彦 ・増 田昇 （2002）： 竹 林拡大

　 　 と 周辺 土 地 利 用 と の 関連 性 に 関す る研 究
一
大 阪岸和 田 市を事

　 　例 と して
一

：環境情報科学論文集 16，369−374
10） 大野朋 子 ・加我宏之 ・下村 泰彦 ・増 田昇 （20Q3）：岸和 田市

　 　に お ける竹林 の 変容形態 と集落 ・市街地 と の 関係性 に 関す る

　 　研究 ： ラ ン ドス ケープ 研究 66（5），547−550
11） 大野朋子 ・下村泰彦 ・前 中久行 ・増 田 昇 （20〔；4）：竹林の 動

　 　態変化 とそ の 拡大予測 に 関す る研 究 ：ラ ン ドス ケ
ープ研究 6

　 　7（5），　567＿572
12）竹類文化研究 会 （1992）：景観 的に み た 京都市域 に お ける 竹

　　類の 分布 （E ） 嵯峨野地 域 ：京都府立 大学生 活文化 セ ン タ ー

　　年報

13） 鳥 居 厚志 （1998）：空 中写真 を用 い た 竹林 の 分布 拡大速 度 の

　　推定
一
滋賀 県八 幡山お よ び京都府男 由に お ける 事例

一
： 口本

　 　生 態学会誌 48，37−47
14＞鳥居厚志 （20e2）：空 中写頁 を用 い た 竹 林 の 分布拡 大速度の

　 　推定 （il）
一

奈良県 天香 具山に お け る事例
一

；環境情報科学

　　論 文集 16，375−380
15） 鳥 居 厚 志 。井 鷺 裕 司 （1997）：京 都 府 南 部 地 域 に お け る竹 林

　 　の 分布拡大 ： 日本生 態学会誌 47，31−41
16） 内村悦三 （2005 ）：タケ ・サ サ 図鑑〜種 類 ・特徴 ・用途 〜：

　 　創森 社，209−210
17） 湯本裕之 ・倉 本宣 （2005）：都市部 ニ

ュ
ー

タ ウ ン に お け る竹

　　林 の 環境保全機能 に対す る住 民の 意識 ： ラ ン ドス ケ
ープ研究

　 　68（5），　773−778

LRJ 　70（5），2007

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


