
阿
蘇
と

草
原
と

わ
た
し
と
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﹁
こ
の
ま
ま
で
は
阿
蘇
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

た
る
草
原
は
消
え
て
し
ま
う
﹂

阿
蘇
の
草
原
再
生
に
携
わ
る
人
々
の
共

通
認
識
で
す
。

阿
蘇
草
原
は
、手
つ
か
ず
の
自
然
で
は
な

く
、人
の
手
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ

れ
て
い
る
自
然
で
す
。

阿
蘇
の
美
し
い
草
原
風
景
を
守
る
こ
と
は

す
な
わ
ち
、人
々
が
草
原
と
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
い
く
べ
き
か
、模
索
す
る
こ
と
で
す
。

阿
蘇
草
原
は
、千
年
以
上
の
間
、放
牧
や

野
焼
き
な
ど
の
人
々
の
生
業
に
よ
り
維
持
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
近
代
以
降
、農
畜
産
業
の
衰
退
な

ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
で
、阿
蘇
草
原
は
減

少
し
続
け
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、阿
蘇
草
原
の
減
少
に
危
機
感
を

抱
い
た
人
々
は
、集
い
、協
力
し
て
、草
原
再

生
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

牧
野
関
係
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
行
政
、

研
究
者
︙
。

“
多
様
な
主
体
の
協
働
に
よ
る
草
原
再
生
”

は
20
年
以
上
継
続
し
て
お
り
、ひ
と
つ
の
大

き
な
成
果
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、草
原
の

減
少
を
ま
だ
食
い
止
め
き
れ
て
い
ま
せ
ん
。

“
多
様
な
主
体
の
協
働
”と
い
う
基
本
ス
タ

ン
ス
は
そ
の
ま
ま
に
、阿
蘇
草
原
の
有
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
恵
み
を
守
る
こ
と
を
目
的
の
ひ

と
つ
に
据
え
て
、よ
り
一
層
多
様
な
主
体
の

協
力
を
仰
ぐ
。
新
た
な
関
わ
り
方
の
構
築
が

必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
阿
蘇
草
原
の
お
か
れ
た
危
機
と
、

そ
れ
で
も
草
原
を
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
人
々

の
想
い
を
、少
し
で
も
多
く
の
人
に
共
感
し

て
も
ら
い
取
組
の
輪
を
広
げ
て
い
き
た
い
。

本
書
は
そ
ん
な
願
い
か
ら
、こ
れ
ま
で
草
原

再
生
に
携
わ
っ
て
き
た
人
々
の
奮
闘
記
と
未

来
へ
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
つ
づ
り
ま
し
た
。
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世
代
が
出
て
き
て
く
れ
て
︑嬉
し
か
っ
た
な
ぁ
︒

そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
は
︑最
初
か
ら
作
業
負

荷
を
か
け
す
ぎ
ず
︑ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
と
交

流
を
持
っ
た
り
︑牧
野
の
魅
力
を
伝
え
た
り
し

な
が
ら
︑少
し
ず
つ
後
継
者
と
し
て
育
っ
て
い

っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
︒
た
だ
︑彼
ら
の
次

の
世
代
は
不
透
明
で
す
︒
30
年
後
︑
50
年
後
︑

誰
が
責
任
を
持
っ
て
野
焼
き
を
す
る
の
か
︒
今

が
分
水
嶺
だ
と
思
っ
て
︑担
い
手
の
育
成
を
確

実
に
行
わ
な
く
て
は
﹂︒
市
原
さ
ん
の
瞳
に
静

か
な
炎
が
灯
る
︒

何
万
年
も
続
い
て
き
た
営
み

途
絶
え
さ
せ
な
い
た
め
に
は

﹁
草
原
を
放
置
す
る
と
︑ど
う
な
る
と
思
い

ま
す
か
？
﹂と
市
原
さ
ん
︒
人
間
が
草
を
刈

り
︑手
入
れ
を
し
な
い
草
原
は
雑
木
林
と
化

し
︑森
林
に
還
り
失
わ
れ
て
い
く
︒
と
こ
ろ
が

地
元
住
民
で
あ
っ
て
も
︑そ
の
こ
と
を
知
ら
な

い
人
は
少
な
く
な
い
そ
う
だ
︒
阿
蘇
と
い
え
ば

広
大
な
草
原
を
焼
き
払
う
野
焼
き
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
が
︑野
焼
き
が
何
の
た
め
に
行
わ
れ

て
い
る
か
︑正
確
な
知
識
が
伝
わ
っ
て
い
な
い

と
市
原
さ
ん
は
危
惧
す
る
︒﹁
一
昔
前
ま
で
野

草
は
建
材
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
た
し
︑農

耕
牛
の
餌
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
ま
し
た
﹂︒
草
原
は
衣
食
住
に
欠
か
せ
な
い

自
然
の
恵
み
で
あ
り
︑草
原
を
守
り
活
用
す
る

こ
と
は
︑生
活
維
持
の
た
め
の
当
た
り
前
の
営

み
だ
っ
た
の
だ
︒﹁
と
こ
ろ
が
︑こ
こ
数
十
年
で

私
た
ち
の
生
活
様
式
は
大
き
く
変
わ
り
︑農

業
も
草
原
を
必
要
と
し
な
い
ス
タ
イ
ル
に
な
っ

た
︒
草
原
を
活
用
す
る
人
が
ぐ
っ
と
減
り
︑保

全
ば
か
り
が
話
題
に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
﹂︒
市
原
さ
ん
が
組
合
長
を
務
め
る
町
古
閑

牧
野
で
も
︑牧
野
組
合
員
は
50
年
の
間
に
98

戸
か
ら
30
戸
に
激
減
し
︑畜
産
農
家
は
わ
ず
か

10
戸
に
︒
今
後
も
減
少
は
進
み
︑後
継
者
不

足
は
よ
り
深
刻
化
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
︒

今
が
後
継
者
育
成
の
分
水
嶺

次
世
代
に
受
け
継
ぐ
た
め
に
は

﹁
放
牧
は
牛
が
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
︑の
び
の

び
暮
ら
せ
る
︒
天
然
の
芝
刈
り
機
が
あ
る
よ

う
な
も
の
で
︑人
や
重
機
が
立
ち
入
れ
な
い
エ

リ
ア
ま
で
牛
が
入
っ
て
草
を
食
み
︑草
原
を
維

持
し
て
く
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
反
面
︑牧

草
地
の
管
理
や
見
廻
り
と
い
っ
た
手
間
が
か
か

り
ま
す
﹂︒
畜
産
家
の
両
親
の
背
中
を
見
て
育

ち
︑大
学
時
代
は
留
学
し
て
専
門
的
に
畜
産

を
学
ん
だ
市
原
さ
ん
で
さ
え
︑牧
野
組
合
長

を
引
き
継
ぐ
際
に
は﹁
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
小
石

が
入
っ
て
い
る
よ
う
な
重
荷
を
感
じ
た
﹂と
い

う
︒﹁
昔
は
刈
払
機
も
な
く
︑草
原
の
手
入
れ

は
重
労
働
で
し
た
︒
今
は
設
備
や
機
械
が
整

っ
て
い
ま
す
が
︑大
変
な
仕
事
に
は
変
わ
り
な

い
︒
若
い
人
が
離
れ
て
い
く
の
も
理
解
で
き
ま

す
﹂と
苦
笑
す
る
が
︑明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
る

そ
う
だ
︒﹁
今
年
の
輪
地
切
り︵
野
焼
き
の
た

め
の
防
火
帯
づ
く
り
︶に
は
︑組
合
員
の
息
子

草
原
と

と
も
に

暮
ら
す

市原 啓吉   いちはら・けいきち

阿蘇市で農業を営みながら、牧野
組合長として牧野の管理を担う。草原
の維持活動に従事しながら、野草堆
肥を利用した農作物の販売、子どもた
ちを原野に招いての野焼き体験など、
幅広い活動を行う。

忘
れ
ら
れ
な
い
原
風
景
は

牛
の
背
に
揺
ら
れ
て
見
た
阿
蘇　

﹁
私
が
幼
か
っ
た
頃
は
︑草
原
の
活
用
が
盛

ん
で
ね
︒
秋
に
は
一
家
総
出
で
牧
野
に
出
か
け
︑

そ
こ
で
寝
泊
ま
り
し
な
が
ら
牧
草
の
収
穫
を

行
い
ま
す
︒
私
も
3
歳
の
と
き
︑両
親
に
連
れ

ら
れ
て
初
め
て
山
を
登
り
ま
し
た
︒
の
ん
び
り

と
歩
く
牛
の
背
に
揺
ら
れ
て
嶺
を
登
っ
て
い

く
︒
す
る
と
︑外
輪
山
の
上
に
た
ど
り
着
い
た

瞬
間
︑バ
ー
ッ
と
視
界
が
開
け
て
草
原
に
金
色

の
光
が
差
す
︱
︒
幼
心
に
︑何
と
美
し
い
世
界

が
あ
る
の
か
と
驚
い
た
な
ぁ
︒
こ
れ
が
︑私
の

阿
蘇
草
原
の
原
風
景
で
す
﹂︒

懐
か
し
げ
に
目
を
細
め
る
の
は
︑牛
の
放
牧

を
生
業
と
し
て
き
た
市
原
啓
吉
さ
ん
︒
町
古

閑
牧
野
組
合
の
組
合
長
を
務
め
︑長
年
に
わ

た
っ
て
草
原
の
利
用
と
保
全
に
力
を
注
い
で
き

た
人
物
だ
︒

interview

インタビュー01 牧野組合長

草原とともに暮らす
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受
け
︑牧
野
を
案
内
︒
大
自
然
で
遊
ぶ
楽
し
さ

を
伝
え
て
い
る
︒﹁
草
原
に
迷
路
を
作
っ
て
遊

ぶ
ん
で
す
︒
草
原
の
植
物
を
題
材
に
ビ
ン
ゴ
ゲ

ー
ム
を
す
る
と
盛
り
上
が
り
ま
す
よ
︒
牧
野
で

学
ぶ
こ
と
が
苦
痛
で
は
な
く
︑楽
し
み
に
な
れ

ば
良
い
な
と
思
い
ま
す
﹂︒
草
原
を
気
に
入
っ

て﹁
僕
︑昆
虫
博
士
に
な
る
！
﹂と
声
を
上
げ

る
子
ど
も
の
声
は
︑何
よ
り
の
原
動
力
だ
そ
う
︒

﹁
大
人
に
な
っ
て
都
会
に
出
た
ら
︑い
つ
か
大

切
な
人
を
草
原
に
連
れ
て
き
て
ほ
し
い
﹂︒
そ

ん
な
未
来
を
︑市
原
さ
ん
は
夢
見
て
い
る
︒

宝
の
山
に
目
を
向
け
る

宝
の
山
を
守
っ
て
い
く

会
長
と
し
て
活
動
す
る﹁
阿
蘇
草
原
再
生

シ
ー
ル
生
産
者
の
会︵
草
原
の
草
を
活
用
し
て

野
菜
を
育
て
る
生
産
者
の
会
︶﹂で
は
︑収
穫

体
験
も
開
催
し
た
︒﹁
茅
で
火
を
焚
い
て
︑と

う
き
び
を
炙
り
焼
き
に
し
て
食
べ
ま
し
た
︒
子

ど
も
た
ち
も
大
喜
び
で
︑
1
人
で
3
本
食
べ
た

子
も
い
た
な
ぁ
︒
参
加
者
が
楽
し
む
様
子
を
見

て
︑仲
間
た
ち
も
喜
ん
で
い
ま
し
た
︒
運
営
の

苦
労
も
︑嬉
し
い
記
憶
が
支
え
て
く
れ
る
も
の

で
す
﹂︒
草
原
に
は
︑地
元
住
民
も
気
づ
い
て
い

な
い
魅
力
が
あ
る
︒
牧
野
組
合
員
や
︑地
元
農

家
の
人
々
に
こ
そ
︑価
値
を
知
っ
て
ほ
し
い
と

市
原
さ
ん
は
繰
り
返
し
語
る
︒﹁
こ
こ
に
は
自

分
た
ち
の
大
切
な
糧
が
あ
る
と
本
当
の
意
味

で
気
づ
い
て
も
ら
え
た
ら
︑草
原
を
守
る
動
機

に
な
り
ま
す
︒
ま
ず
は
︑草
原
に
親
し
む
機
会

を
設
け
た
い
﹂︒

阿
蘇
の
草
原
は
世
界
の
宝
︒
そ
の
宝
を
守
る

た
め
に
は
地
域
住
民
の
意
識
改
革
だ
け
で
は
足

り
な
い
と
も
感
じ
て
い
る
︒﹁
中
山
間
で
草
原

を
守
る
た
め
に
︑行
政
に
は
対
価
を
求
め
た
い
︒

欧
米
で
は
︑自
然
保
護
や
管
理
に
政
府
か
ら
の

補
助
が
あ
り
ま
す
︒
阿
蘇
で
も
環
境
省
が
植
生

調
査
や
防
火
帯
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
が
︑

農
畜
産
業
へ
の
支
援
も
活
発
に
行
な
っ
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
阿
蘇
で
野
焼
き
を

す
る
か
ら
こ
そ
︑水
資
源
が
保
た
れ
︑九
州
全

体
に
豊
か
な
水
が
供
給
さ
れ
る
の
で
す
﹂︒

草
原
を
守
る
た
め
の
プ
ロ
集
団
を
作
り
た
い

と
語
る
市
原
さ
ん
︒﹁
次
世
代
に
つ
な
げ
て
い

く
の
が
い
か
に
難
し
い
か
︒
単
に“
草
原
を
残

そ
う
”と
叫
ぶ
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
︒
具
体

的
に
は 

①
良
さ
に
気
づ
く 

②
生
業
に
な
る 

③
恩
恵
を
受
け
る 

④
喜
ん
で
も
ら
え
て
い
る

実
感
を
持
つ 

の
ス
テ
ッ
プ
が
必
要
じ
ゃ
な
い
か

な
﹂︒一
見
す
る
と
回
り
道
に
も
思
え
る
が
︑千

里
の
道
も
一
歩
か
ら
︒
草
原
と
と
も
に
暮
ら
す

楽
し
み
を
共
有
し
な
が
ら
︑オ
ー
ル
阿
蘇
で
草

原
を
守
っ
て
い
き
た
い
︒
そ
の
願
い
に
賛
同
す

る
仲
間
は
︑着
実
に
そ
の
輪
を
広
げ
て
い
る
︒

︵
2
0
2
1
年
11
月
︶

熊本県の調査に基づく草原面積
（2016年）

草原面積

30年後の草原面積の予測（2016年の
調査で「10年以上野焼きなどの維持管
理が継続可能」と答えた牧野）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
教
え
て
く
れ
た

新
し
く
懐
か
し
い
阿
蘇
の
魅
力

近
年
で
は
人
手
不
足
か
ら
野
焼
き
を
行
え

な
い
牧
野
が
増
え
︑地
域
に
は
諦
め
の
ム
ー
ド

が
漂
い
始
め
て
い
た
︒
そ
ん
な
と
き
現
れ
た
希

望
の
光
が
︑草
原
保
全
を
目
的
と
し
て
設
立

さ
れ
た
公
益
財
団
法
人
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト

ッ
ク
の
野
焼
き
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
︒﹁
全
国

か
ら
野
焼
き
の
た
め
に
多
く
の
方
々
が
訪
れ
て

く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
彼
ら
は
作
業
を

す
る
と
同
時
に
︑阿
蘇
で
過
ご
す
時
間
を
楽
し

ん
で
く
れ
ま
す
︒
景
観
や
希
少
な
高
山
植
物
︑

動
物
︑食
の
豊
か
さ
︒
彼
ら
に
教
え
ら
れ
︑見

落
と
し
て
い
た
草
原
の
魅
力
を
改
め
て
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
﹂︒

心
の
重
荷
も
い
つ
し
か
軽
く
な
り
︑前
向
き

に
草
原
と
向
き
合
え
る
よ
う
に
な
っ
た
市
原

さ
ん
は﹁
守
ら
な
け
れ
ば
﹂か
ら﹁
守
り
た
い
﹂

へ
の
意
識
の
転
換
が
も
っ
と
も
重
要
だ
と
感
じ

る
よ
う
に
︒﹁
素
晴
ら
し
い
財
産
が
す
ぐ
隣
に

あ
る
︒
け
れ
ど
︑放
っ
て
お
け
ば
失
わ
れ
て
し

ま
う
︒
そ
う
実
感
で
き
て
は
じ
め
て
︑能
動
的

な
保
全
活
動
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
﹂︒

阿蘇草原の危機

2016年の熊本県の調査において、「10年

以上野焼きなどの維持管理が継続可能」と

答えた牧野のみが、30年後も草原の維持が

可能と仮定した場合、右図のように、草原面

積が約6割減少するという予測が考えられま

す。現状のままでは、阿蘇の草原は減少の一

途を辿ることが自明であり、まずは、減少傾向

を食い止めることが求められています。

阿
蘇
か
ら
博
士
に
！
？

小
さ
な
夢
が
世
界
へ

こ
れ
ま
で
市
原
さ
ん
は
︑さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か
ら
草
原
の
魅
力
を
伝
え
る
活
動
を
行
っ
て

き
た
︒
そ
の
ひ
と
つ
が
︑牧
野
の
ガ
イ
ド
事
業

だ
︒﹁
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
が
素
晴
ら
し
い

と
喜
ん
で
く
れ
る
阿
蘇
の
草
原
を
︑地
域
内
外

の
た
く
さ
ん
の
方
に
見
て
ほ
し
い
︒
け
れ
ど
︑

見
て
も
ら
う
た
め
に
は
誰
か
が
付
き
添
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒
防
疫
対
策
も
必
要

で
す
し
︑動
植
物
の
紹
介
が
で
き
る
よ
う
知
識

も
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
︒
そ
こ
で
︑牧
野
組
合

員
や
地
元
の
方
を
中
心
に
40
名
の
ガ
イ
ド
を

育
成
し
ま
し
た
﹂︒
地
域
に
と
っ
て
は
ガ
イ
ド

が
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
り
︑そ
こ
で
得
た
利
益
を
牧

野
に
も
還
元
で
き
る
仕
組
み
を
考
え
た
︒﹁
コ

ロ
ナ
禍
だ
か
ら
こ
そ
︑草
原
を
訪
れ
て
癒
や
さ

れ
た
い
と
い
う
要
望
は
多
い
で
す
し
︑他
の
牧

野
で
も
同
様
の
取
り
組
み
を
行
い
た
い
と
声
が

か
か
っ
て
い
る
︒
今
後
も
︑大
切
に
育
て
て
い
き

た
い
事
業
で
す
﹂︒

も
う
ひ
と
つ
︑市
原
さ
ん
が
楽
し
み
に
し
て

い
る
の
が
︑子
ど
も
た
ち
と
の
交
流
だ
︒
見
学

旅
行
や
体
験
ツ
ア
ー
の
オ
フ
ァ
ー
を
積
極
的
に

interview草原とともに暮らす

colum
n



生
物
多
様
性

炭
素
固
定

減
災
水
源
涵
養

阿
蘇
草
原
の
恵
み

1

3

2

4

野
焼
き
が
繰
り
返
し
行
わ
れ

続
け
る
か
ら
こ
そ
、
土
壌
中
に

炭
素
が
蓄
積
さ
れ
続
け
る
よ
。

89

炭素を地中に溜める

最近の研究によると、阿蘇草原の土壌

には、世界に類を見ない極めて膨大な炭

素が蓄積されていることが分かってきまし

た。この炭素は、野草の根などの分解物

や、野焼き後に残る炭（主にイネ科植物の

地上部が燃えた微粒炭）に由来していて、

長期にわたって蓄積され続けてきました。

野焼きを行っている草原の1年間の

CO2吸収量は6.9t/CO2/haと言われてい

ますが、これは阿蘇郡市の全世帯が1年

間に排出するCO2量の1.7倍に相当する炭

素を草原が固定していることになります。

野焼きによって排出される温室効果ガス

（二酸化炭素やメタンなど）と比較しても、

CO2を吸収する効果の方が大きいことが

分かってきました。

野焼きによる草原の維持は、地球規模

の課題である温暖化防止に貢献している

可能性が高いことが明らかになってきてい

ます。

生き物の棲みかを守る

阿蘇の冷涼な気候と草原は、さまざま

な生き物が生育・生息できる環境を育ん

でいます。阿蘇の草原に生育する植物は

約600種と言われています。その中には、

九州が大陸と陸続きであったことを物語

るヒゴタイ、ハナシノブなど、阿蘇地域や

国内の限られた地域にしか生育していな

い希少な植物もあります。

さらに、草原の植物は多様な昆虫や野

鳥が生息できる環境を育んでいます。特

に阿蘇は昆虫類の宝庫であり、熊本県

産のチョウ類約117種のうち109種が阿

蘇に生息しており、「阿蘇はチョウの楽園」

とも言われています。

人 は々、多くの動植物が生育する草原を

「花野」と呼んできました。昔は、草原の

花を摘んで墓前に沿える「盆花採り」の光

景が当たり前に見られており、草原は人々

の生活文化にとって身近な存在でした。こ

の「盆花を見続けられるような風景」が、

阿蘇の草原の本来の姿と言えます。

生 物 多 様 性

炭 素 固 定2
阿蘇草原の恵み

1

article

野草の生育による
CO2吸収

炭、灰炭、灰

枯死植物枯死植物
（枯葉、根）（枯葉、根）

土壌からの
CO2放出

土壌による
メタン吸収

野焼きによる
CO2、メタン＊放出

*メタンはCO2に次いで地球温暖化に及ぼす
  影響が大きい温室効果ガス
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物
多
様
性

炭
素
固
定

減
災
水
源
涵
養

阿
蘇
草
原
の
恵
み

1

3

2

4

草
原
の
方
が
森
林
よ
り

水
を
た
く
わ
え
る
よ
。

蓄えられる水蒸散する水遮断蒸発する水

岩盤

表土

阿
蘇
で
は
森
林
（
特
に
手
入

れ
を
さ
れ
て
い
な
い
植
林
地
）

よ
り
も
草
原
の
方
が
被
害
が

小
さ
い
ん
だ
。
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土砂災害の被害を緩和する

阿蘇地域の大部分は、火山灰が堆積し

た土壌であり、特にカルデラ内壁は、大雨

や大地震により急斜面の表土が崩れ、土

砂災害が発生しやすい地域になっています。

これを阿蘇の人々は、ヤマシオ（山沙）、ヤ

マツナミ（山津波）と呼んで恐れてきました。

阿蘇地域においては、火山灰土壌の下

に固い火山性の岩盤があるため、木の根

の張りは浅くなり、森林が崩壊を防げない

場所も少なくありません。また、（特に手入

れが行き届いていない）植林地が崩れた

場合は、土砂と樹木が併せて崩壊し被害

が甚大化する危険性が高まりますが、草

原の場合は崩壊土量が少なく、被害は小

さく済むことが、地元の経験則で知られて

います（ただし、最近の研究では、山裾の

植林地は、土砂のせき止めに貢献し、集

落への被害を軽減する可能性があること

も示唆されています）。

阿蘇地域の地形や地質の特性上、草

原と森林が構成する土地利用は、災害時

の被害緩和にもつながると考えられます。

4 3九州の水源を育む
減 災 水 源 涵 養

阿蘇地域は、白川や筑後川などの6本

の一級河川の源流域となっています。この

6河川の流域と、福岡導水路を通じて筑

後川から水が供給される福岡都市圏も加

えると、流域人口約500万人の水を支えて

おり、「九州の水がめ」と呼ばれています。

草原や森林は、雨水を土の中で貯え、

ゆっくりと河川に送り出すことで、大雨の時

でも一度に水を放出することなく、また、渇

水時期でもゆっくりと水を放出し続けるこ

とができますが、この機能のことを水源涵

養機能といいます。

阿蘇地域における最新の研究によって、

年間の蒸散量（根から吸い上げた水を、大

気中へ水蒸気として放出する現象）が、ス

ギ・ヒノキ（約250mm）に比べて、ススキ（約

130mm）・ササ（約200mm）などの草原の

植物の方が小さいことが判明しました。ま

た、遮断蒸発（枝葉にぶつかった雨水がそ

のまま蒸発する）量も、草原の方が森林よ

りも小さいとされています。つまり、阿蘇草

原は優れた水源涵養機能を有しているこ

とが示唆されたのです。

阿蘇草原と観光

阿蘇草原の美しい姿は、多くの観光客を惹きつけ、

観光産業に恩恵を与えてきました。草原の観光とい

えば、これまではドライブや景勝地を「見る」観光で

したが、近年は、牧野組合の許可のもと、ガイド付き

で牧野に入り、散策や自転車などで草原を楽しむ体

験型の観光も増えてきています。また、体験の料金に

牧野保全料を含めるなど、観光利用を草原の維持

管理につなげる取り組みも行われています。

colum
n

ASO田園空間博物館（道の駅阿蘇）が提供する牧野ライドでは、普段
は立ち入れない草原をマウンテンバイクで走ることができます。

阿蘇草原の恵み

阿蘇地域が源流域と
なる6本の一級河川
と福岡導水路

菊池川

白川

五ヶ瀬川
緑川

大野川
筑後川

article

福岡導水路



公益機能保全の
ために多様な主体
が関わる草原管理

今（2021年）と
変わらない規模の
阿蘇草原を残す

30年後の目標

普及啓発と
科学的根拠に基づく
後方支援基盤づくり

柱3

柱1 柱2
生業による
草原維持の
支 援 強 化
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な
親
戚
づ
き
あ
い
を
増
や
す
よ
う
な
︑新
し
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
役
割
も
持
ち
ま
す
︒
牧

野
組
合
さ
ん
同
士
に
交
流
が
生
ま
れ
︑横
の
つ

な
が
り
が
で
き
る
こ
と
も
︑と
も
に
草
原
の
未

来
を
創
っ
て
い
く
力
に
な
り
ま
す
﹂︒
草
原
再
生

の
主
役
は
牧
野
組
合
で
あ
る
と
強
調
す
る
高

橋
さ
ん
︒﹁
ま
ず
は
牧
野
組
合
の
方
々
の
声
を

聞
く
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
︒
放
牧
農
家

の
減
少
︑後
継
者
不
足
な
ど
課
題
は
多
い
で
す

が
︑立
ち
止
ま
っ
て
い
る
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂︒

草
原
の
恵
み
を
受
け
取
る

す
べ
て
の
人
に
伝
え
た
い

﹁
九
州
の
水
が
め
﹂と
し
て
知
ら
れ
る
阿
蘇

の
草
原
は
︑
炭
素
固
定
効
果
も
高
く
︑
温
暖

化
の
防
止
に
も
貢
献
し
て
い
る
︒﹁
そ
う
い
っ

た
目
に
見
え
な
い
恩
恵
と
︑雄
大
な
景
色
︑豊

か
な
食
と
い
っ
た
観
光
資
源
︒
草
原
の
恵
み
を

享
受
し
て
い
る
の
は
︑近
隣
住
民
に
限
り
ま
せ

ん
︒
と
こ
ろ
が
︑そ
の
恩
恵
の
源
で
あ
る
草
原

保
全
の
負
担
は
地
元
に
偏
っ
て
い
ま
す
よ
ね
﹂

と
警
鐘
を
鳴
ら
す
高
橋
さ
ん
︒

草
原
を
守
る
に
は
自
助
で
は
難
し
く
︑共

助
に
も
限
界
が
あ
る
︒
公
助
に
よ
っ
て
公
共
利

益
を
守
る
こ
と
も
ま
た
︑必
要
な
段
階
だ
と
い

え
る
だ
ろ
う
︒﹁
何
も
し
な
け
れ
ば
︑草
原
は

森
林
と
化
し
ま
す
︒
草
原
に
関
わ
る
す
べ
て
の

人
が
当
事
者
意
識
を
持
て
る
よ
う
︑言
語
化

を
急
ぎ
︑啓
蒙
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
き
ま

す
︒
ま
ず
は
草
原
に
ふ
れ
︑親
し
む
機
会
を
増

や
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
﹂︒
草
原
は
誰
の

も
の
？ 

繰
り
返
さ
れ
る
命
題
は
︑私
た
ち
一
人

ひ
と
り
の
在
り
方
を
問
う
て
い
る
︒

︵
2
0
2
1
年
11
月
︶阿蘇草原再生協議会の会長として会議のまとめ役を務める。

草原再生へ向けた「3つの柱」

阿蘇草原再生協議会は、2021年11月に

「阿蘇草原再生全体構想〈第3期〉」を策

定しました。

30年後の目標に、現状と変わらない規

模の草原を残すことを掲げ、阿蘇草原の減

少傾向を改善させるため、右図に示す３つ

の基本方針のほか、12の重点取組が整理

されました。

草
原
を
維
持
す
る
＝

人
と
自
然
の
関
係
を
再
生
す
る

今
か
ら
約
1
万
年
前
の
縄
文
時
代
︒
阿
蘇

で
は
す
で
に
野
焼
き
に
よ
っ
て
草
原
が
利
用
・

維
持
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
牛
馬
の

飼
料
と
し
て
︑質
の
良
い
建
材
と
し
て
︑草
原

の
野
草
は
欠
か
せ
な
い
糧
で
あ
り
︑暮
ら
し
の

一
部
で
も
あ
っ
た
︒﹁
古
く
か
ら
人
々
は
︑無
意

識
の
う
ち
に
賢
く
草
原
を
活
用
し
︑共
生
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
︒
草
原
を
守
る
た
め
に
は
︑

人
と
草
原
の
関
係
を
見
つ
め
直
し
︑再
構
築
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
ヒ
ン
ト
は
︑草
原
の
恵

み
が
日
々
の
生
活
に
直
接
的
な
豊
か
さ
を
も
た

ら
し
た
時
代
で
す
﹂と
阿1

蘇
草
原
再
生
協
議

会
の
高
橋
佳
孝
会
長
は
語
る
︒

阿
蘇
草
原
再
生
の

こ
れ
か
ら

interview阿蘇草原再生のこれから

colum
n

集
ま
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る

持
続
可
能
な
地
域
社
会
へ

島
根
県
に
拠
点
を
置
き
︑草
原
の

研
究
を
続
け
て
き
た
高
橋
さ
ん
だ
が
︑

縁
あ
っ
て
2
0
0
5
年
に
設
立
さ
れ
た

同
会
の
会
長
に
就
任
し
た
︒﹁
協
議
会

は
︑失
わ
れ
つ
つ
あ
る
草
原
の
危
機
を

ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
る
か
話
し
合

う
場
で
す
︒
当
初
は
1
0
0
程
度
の
構

成
員
数
で
し
た
が
︑現
在
は
団
体
・
個

人
を
合
わ
せ
て
2
6
0
ほ
ど
の
大
所

帯
︒
草
原
再
生
に
向
け
た
活
動
を
支

援
す
る
阿
蘇
草
原
再
生
募
金
の
運
用

を
中
心
に
︑さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
︒
ま
た
協
議
会
は
︑緩
や
か

高橋 佳孝
たかはし・よしたか

中国地方や熊本県阿蘇
地方を中心に、草地の保全
管理の問題に関わる。草原
生態系だけでなく農畜産業
や文化景観の視点から研究
調査を行う。

インタビュー02
草原再生協議会長

1
阿
蘇
草
原
再
生
協
議
会

阿
蘇
の
野
草
地
の
維
持
管
理
や
草
原
環
境
の
保
全

に
向
け
て
︑地
元
牧
野
組
合
や
N
P
O
︑個
人
︑行

政
な
ど
多
種
多
様
な
主
体
で
構
成
さ
れ
た
協
議
会
︒
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意
識
が
変
わ
っ
た
き
っ
か
け
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
出
会
い

安
片
さ
ん
が
帰
郷
し
た
当
時
で
す
ら
︑
牧

野
組
合
員
は
3
人
に
減
っ
て
い
た
︒﹁
昔
は

隣
近
所
17
軒
の
う
ち
15
軒
が
牛
を
飼
っ
て

い
ま
し
た
が
︑
農
業
の
機
械
化
や
高
齢
化
で

1
軒
︑ま
た
1
軒
と
減
っ
て
し
ま
っ
た
﹂︒
広

大
な
牧
野
の
見
回
り
︑
牛
の
安
全
管
理
︑
野

焼
き
に
欠
か
せ
な
い
春
と
秋
の
輪
地
切
り
な

ど
︑
安
片
さ
ん
の
役
割
は
膨
大
だ
︒

後
継
者
不
足
と
︑
牧
野
を
守
る
責
務
︒

苦
し
い
日
々
を
送
る
安
片
さ
ん
に
転
機
が

訪
れ
た
の
は
︑
野
焼
き
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
の
出
会
い
だ
っ
た
︒﹁
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆

さ
ん
は
︑
阿
蘇
の
多
く
の
牧
野
で
蓄
積
し
た

ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
ち
ら
が
教
え

ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
何
よ

り
︑
生
き
生
き
と
楽
し
そ
う
で
！ 

私
も
彼

ら
に
学
び
た
い
と
思
い
︑
他
牧
野
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
出
る
よ
う
に
﹂︒
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

得
た
経
験
を
自
身
の
牧
野
に
生
か
す
こ
と

で
︑
効
率
や
安
全
性
が
向
上
︒
草
原
の
維

持
に
つ
い
て
も
前
向
き
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
︒

一
面
に
満
開
の
花
が
咲
く

阿
蘇
の
草
原
を
皆
で
守
ろ
う

草
原
の
希
少
植
物
へ
の
造
詣
も
深
い
安
片

さ
ん
︒﹁
5
年
前
か
ら
︑東
京
農
業
大
学
が
放

牧
と
希
少
植
物
の
関
係
性
に
つ
い
て
調
査
し
て

く
れ
て
い
ま
す
︒
私
が
阿
蘇
に
戻
っ
て
き
た
頃
︑

こ
の
あ
た
り
に
は
マ
ツ
モ
ト
セ
ン
ノ
ウ
が
一
面
に

赤
い
花
を
咲
か
せ
て
い
ま
し
た
が
︑放
牧
が
少

な
く
な
っ
た
弊
害
で
咲
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
﹂︒
貴
重
な
自
然
資
源
を
観
光
に
生
か
す
な

ど
︑草
原
を
守
る
動
機
を
皆
で
共
有
す
れ
ば
取

り
組
み
や
す
く
な
る
の
で
は
︑と
展
望
を
語
る
︒

﹁
牧
野
の
管
理
は
畜
産
農
家
の
仕
事
だ
と
思

わ
れ
が
ち
で
す
が
︑農
家
に
限
ら
ず
︑阿
蘇
の
伏

流
水
の
恵
み
を
受
け
て
い
る
人
︑草
原
の
風
景

に
癒
や
さ
れ
て
い
る
人
︑皆
が
関
係
者
で
あ
り

草
原
の
守
り
手
だ
と
知
っ
て
ほ
し
い
﹂︒
真
摯
な

瞳
で
語
り
か
け
る
安
片
さ
ん
は
︑
2
0
1
7
年

か
ら
未
利
用
の
草
原
を
放
牧
地
と
し
て
復
活

さ
せ
る
取
り
組
み
を
始
め
た
ほ
か
︑阿
蘇
草
原

再
生
シ
ー
ル
生
産
者
の
会
に
参
加
し
︑野
草
堆

肥
を
使
っ
た
野
菜
づ
く
り
を
行
う
な
ど
︑阿
蘇

の
草
原
維
持
に
力
を
注
ぎ
続
け
て
い
る
︒

︵
2
0
2
1
年
11
月
︶

草
原
管
理
を

引
き
継
ぐ

失
わ
れ
ゆ
く
放
牧
の
風
景

〝
一
人
牧
野
〞で
奮
闘
す
る
日
々

﹁
若
手
と
い
っ
て
も
︑
50
代
半
ば
で
す
よ
﹂と

笑
う
安
片
英
人
さ
ん
︒
高
森
町
に
あ
る
小
倉

原
牧
野
の
組
合
長
と
し
て
︑た
っ
た
一
人
で
牧

野
を
守
り
︑あ
か
牛
と
黒
牛
20
頭
を
育
て
る

畜
産
農
家
だ
︒
先
祖
代
々
︑放
牧
で
牛
を
育

て
て
き
た
と
語
る
が
︑
自
身
の
就
農
は
約
25

年
前
︒
熊
本
市
で
会
社
員
と
し
て
働
い
て
い

た
が
︑同
じ
く
畜
産
を
営
ん
で
い
た
父
親
か

ら﹁
戻
っ
て
き
て
ほ
し
い
﹂と
打
診
を
受
け
た
︒

﹁
い
つ
か
は
来
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
︒

代
々
続
い
て
き
た
営
み
を
︑自
分
の
代
で
絶
や

す
訳
に
は
い
か
な
い
と
覚
悟
を
決
め
ま
し
た
﹂︒

上写真：小倉原牧野の前に立つ安片さん
右写真:草原の希少植物マツモトセンノウ

草原管理を引き継ぐ

安片 英人    やすかた・えいと

畜産農家として、高森町にある小
倉原牧野組合長を務める。自らの
牧野の管理だけでなく、他牧野の
野焼きボランティア支援にも携わり、
草原再生に尽力している。

インタビュー03 若手牧野組合長

野草堆肥とは

野草堆肥とは、草原で刈り取ったススキなどの野

草でつくった肥料のこと。阿蘇地域では、古くから水

田や畑に漉き込んで活用されていました。野草堆肥

の活用は、草原再生だけでなく、減農薬や地下水保

全などさまざまな環境保全効果を生み出しています。

さらに近年の研究により、野草堆肥は植物病害を

抑える「善玉菌」を多く含むことが明らかとなり、その

利用が進んでいます。

colum
n

草原で刈り取った野草を堆肥づくりのために運び出す。
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し
ゃ
い
ま
す
よ
﹂と
い
う
か
ら
驚
き
だ
︒
参
加
動

機
は
そ
れ
ぞ
れ
︒
草
原
の
景
観
を
愛
す
る
人
︑自

然
の
中
で
体
を
動
か
す
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る

人
︑人
の
役
に
立
ち
た
い
と
願
う
人
︙
︒
岩
本
さ

ん
自
身
は﹁
最
初
は
使
命
感
に
も
似
た
想
い
か

ら
︒
今
は
︑阿
蘇
へ
の
愛
着
も
大
き
い
で
す
﹂と

語
る
︒
通
常
は
立
入
禁
止
の
牧
野
で
作
業
を
行

う
た
め﹁
観
光
で
は
見
る
こ
と
の
な
い
阿
蘇
の
一

面
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

阿
蘇
全
域
に
派
遣
さ
れ
ま
す
か
ら
︑ど
ん
ど
ん
詳

し
く
な
っ
て
い
き
ま
す
︒お
こ
が
ま
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
︑自
分
の
庭
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う

な
喜
び
を
感
じ
ま
す
ね
﹂と
や
り
が
い
を
語
る
︒

持
続
可
能
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
目
指
し

今
、変
革
の
と
き
。

20
年
以
上
に
わ
た
っ
て
野
焼
き
支
援
に
関
わ

り
︑多
く
の
課
題
に
も
直
面
し
て
き
た
岩
本
さ

ん
︒
な
か
で
も
2
0
1
2
年
に
起
こ
っ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
1
名
の
死
亡
事
故
は
︑会
の
在
り
方

を
大
き
く
変
え
た
︒﹁
安
全
性
を
高
め
る
た
め
︑

活
動
内
容
︑装
備
︑組
織
の
大
幅
な
見
直
し
を

図
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
今
︑野
焼
き
支
援
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
再
び
転
機
を
迎
え
て
い
ま
す
﹂︒

継
続
的
な
活
動
資
金
の
確
保
︑ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
リ
ー
ダ
ー
の
高
齢
化
︑コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

メ
ン
バ
ー
相
互
の
交
流
不
足
︑地
元
牧
野
と
の

連
携
な
ど
︑改
善
す
べ
き
点
は
山
積
し
て
い
る
︒

﹁
連
絡
ア
プ
リ
を
使
っ
て
情
報
を
迅
速
に
共
有

す
る
︑S
N
S
で
草
原
の
魅
力
を
発
信
し
て
興

味
関
心
を
高
め
る
な
ど
︑今
の
時
代
に
合
っ
た

活
動
の
方
法
を
模
索
し
て
い
ま
す
︒
地
元
牧
野

の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
︑野
焼
き
を
持
続
可
能
な

活
動
に
し
て
い
け
た
ら
︒
そ
の
た
め
に
は
︑ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
も
地
元
参
加
者
の
比
率
を
高
め
て
い

き
た
い
で
す
ね
﹂︒
地
元
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
︑二
人

三
脚
の
取
り
組
み
は
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
︒

︵
2
0
2
1
年
11
月
︶

草
原
再
生
に

貢
献
す
る

草
原
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
の
契
機

﹁
野
焼
き
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
﹂は
︑草

原
の
減
少
を
食
い
止
め
る
た
め
に
2
0
0
0
年

に
発
足
し
︑現
在
は
約
1
0
0
0
人
が
登
録

し
て
い
る
︒
代
表
を
務
め
る
岩
本
和
也
さ
ん
は

設
立
当
初
か
ら
活
動
に
携
わ
り
︑そ
の
移
り
変

わ
り
を
見
守
っ
て
き
た
︒﹁
最
初
に
阿
蘇
の
草

原
保
全
を
意
識
し
た
の
は
︑現
役
の
消
防
士
と

し
て
働
い
て
い
た
頃
の
こ
と
で
す
︒
熊
日
新
聞

の
記
事
を
読
ん
で
草
原
が
存
続
の
危
機
に
あ
る

こ
と
を
知
り
︑少
し
で
も
自
分
に
で
き
る
こ
と

を
︙
と
考
え
ま
し
た
﹂︒
公
募
時
か
ら
野
焼
き

支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
の
事
務
局
で
あ
る﹁
阿

蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
﹂に
問
い
合
わ
せ
た
の
が

参
加
の
発
端
だ
っ
た
と
い
う
︒

キャプションがはいります。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

interview草原再生に貢献する

阿蘇グリーンストックの貢献

野焼き支援ボランティアの会の事務局を務める

公益財団法人阿蘇グリーンストックは、行政機関

と協力しながら、牧野と一般市民の橋渡し役を

担っています。野焼き支援ボランティアの派遣数

は右肩上がりであり、2019年度には延べ2,300

名を阿蘇全体の1/3近くの牧野に派遣しました。

阿蘇の草原再生には必要不可欠な存在となって

います。

colum
n 輪地切り・野焼きボランティアの派遣数の推移

岩本 和也
いわもと・かずや

野焼き支援ボランティアの
会代表。設立時からのメン
バーで20年以上に渡って野
焼き支援に関わる。元消防
士という経歴をもつ。

インタビュー04
野焼き支援ボランティア

野焼き支援ボランティアの集合写真。

野焼き支援ボランティアによる野焼きの様子

ま
る
で
阿
蘇
が
自
分
の
庭
に
な
る

他
で
は
得
ら
れ
な
い
喜
び

﹁
輪
地
切
り
や
野
焼
き
の
作
業
日
の
多
く
は

朝
8
時
半
集
合
︒
牧
野
組
合
長
さ
ん
に
ご
挨
拶

し
︑ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
て
か
ら
作
業
地
へ
向

か
い
ま
す
︒
現
地
で
は
地
元
の
方
の
指
示
に
従
っ

て
作
業
し
︑お
昼
休
憩
を
挟
ん
で
15
時
過
ぎ
に

は
撤
収
で
す
︒
な
か
な
か
の
重
労
働
で
す
が
︑遠

く
は
北
九
州
か
ら
毎
週
来
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
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ー
阿
蘇
の
草
原
が
有
す
る
水
源
涵
養
機
能

に
つ
い
て
、
大
規
模
な
調
査
が
進
ん
で
い
ま

す
ね
。

私
が
村
長
に
就
任
し
て
す
ぐ
に
環
境
省
へ

野
焼
き
の
苦
労
や
草
原
の
重
要
性
を
訴
え

ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
迅
速
に
動
い
て
く
だ
さ

り
︑
3
年
が
か
り
で
阿
蘇
の
草
原
に
関
す
る

調
査
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
︒
そ
の
結
果
が
今
年︵
2
0
2
2
年
︶３
月

に
発
表
さ
れ
ま
し
た
が
︑
阿
蘇
で
は
︑
草
原

が
森
林
と
比
較
し
て
多
く
の
水
を
蓄
え
る
こ

と
︑
関
連
性
が
不
透
明
で
あ
っ
た
阿
蘇
カ
ル

デ
ラ
か
ら
熊
本
都
市
圏
に
直
接
つ
な
が
る
地

下
水
の
可
能
性
な
ど
︑
大
き
な
収
穫
が
あ
り

ま
し
た
︒
阿
蘇
草
原
の
価
値
が
改
め
て
立
証

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑よ
り
多
く
の
企
業
や

個
人
の
皆
様
へ
︑
草
原
保
全
活
動
へ
の
参
加

を
呼
び
か
け
る
契
機
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
︒

ー
草
原
の
保
全
に
欠
か
せ
な
い
、
野
焼
き
に

つ
い
て
の
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ま
で
野
焼
き
は
牧
野
の
皆
さ
ん
主
導

で
行
っ
て
き
ま
し
た
が
︑近
年
︑野
焼
き
中
に

死
亡
事
故
が
起
こ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
組
合

長
の
責
任
が
重
く
︑野
焼
き
の
実
施
を
諦
め

る
牧
野
が
増
え
て
き
て
い
ま
し
た
︒
そ
こ
で
︑

南
阿
蘇
村
に
関
し
て
は
︑
村
長
が﹁
火
入
れ

責
任
者
﹂を
担
い
︑
野
焼
き
再
開
の
後
押
し

に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
︒
今
後
︑
安
全
に
野

焼
き
を
行
う
た
め
の
防
火
帯
整
備
や
人
材
育

成
︑
延
焼
し
や
す
い
草
原
に
接
し
た
保
安
林

の
問
題
な
ど
︑課
題
は
山
積
み
で
す
が
︑“
水

の
生
ま
れ
る
郷
”の
名
に
か
け
て
︑豊
か
な
水

の
源
で
あ
る
草
原
を
守
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
︒
ま
た
︑
水
資
源
の
保
全
に
加

え
︑草
原
や
放
牧
の
風
景
は
貴
重
な
観
光
資

源
で
も
あ
り
ま
す
︒
I
o
T
を
活
用
し
た
畜

産
農
家
の
負
担
軽
減
︑
草
原
フ
ァ
ン
を
増
や

す
た
め
の
仕
組
み
な
ど
︑新
し
い
ア
イ
デ
ア
を

取
り
入
れ
な
が
ら
︑
村
内
外
の
関
心
を
高
め

て
大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
起
こ
し
て
い
き
た

い
で
す
ね
︒

︵
2
0
2
2
年
2
月
︶

ー
阿
蘇
市
に
と
っ
て
、
草
原
と
は
ど
の
よ
う

な
存
在
で
す
か
？

阿
蘇
の
人
々
は
古
の
昔
か
ら
草
原
の
独
特
な

環
境
の
中
で
生
活
を
営
み
︑多
様
な
文
化
も
生

み
出
し
て
き
ま
し
た
︒
私
た
ち
が
世
界
農
業
遺

産
に
次
い
で
世
界
文
化
遺
産
の
登
録
に
注
力
し

て
い
る
の
も
︑そ
う
い
っ
た
有
形
無
形
の
資
産
を

守
り
︑受
け
継
ぐ
た
め
の
手
段
と
し
て
考
え
て
い

る
か
ら
で
す
︒
現
在
︑目
の
前
に
広
が
る
美
し
い

草
原
は
︑長
い
時
間
を
か
け
て
人
と
自
然
が
共

存
し
て
き
た
証
で
す
︒
近
年
は
︑国
の
方
針
で
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
創
出
が
促
進
さ
れ
︑メ
ガ
ソ

ー
ラ
ー
や
風
力
発
電
の
設
置
を
求
め
ら
れ
る
機

会
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
美
し
い
草

原
景
観
は
︑ひ
と
た
び
壊
し
て
し
ま
っ
た
ら
二
度

と
戻
っ
て
来
ま
せ
ん
︒
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
否

定
は
し
ま
せ
ん
が
︑景
観
保
全
と
は
相
容
れ
な
い

部
分
も
大
き
い
で
す
よ
ね
︒
私
た
ち
阿
蘇
の
住

民
は
︑自
然
・
文
化
の
両
面
か
ら
草
原
を
守
る

責
務
を
自
覚
し
︑持
続
可
能
な
保
全
の
仕
組
み

を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

﹁
草
原
﹂は
人
類
共
通
の
宝
︑次
世
代
に
引
き
継

ぐ
べ
き
共
有
財
産
と
も
言
え
ま
す
︒
阿
蘇
の
草
原

は
九
州
の
水
が
め
と
し
て
︑
6
つ
の
一
級
河
川
の
源

で
あ
り
︑九
州
各
所
に
潤
い
と
繁
栄
を
も
た
ら
し

て
き
ま
し
た
︒ま
た
︑二
酸
化
炭
素
を
吸
収
す
る

草
原
は
︑全
世
界
で
進
む
脱
炭
素
化
の
流
れ
に
お

い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
︒そ
の

恩
恵
は
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
︑地

域
全
体
で
広
域
の
課
題
と
し
て
捉
え
︑保
全
に
取

り
組
む
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

ー
草
原
保
全
に
関
し
て
、具
体
的
に
取
り
組

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

2
0
0
7
年
に﹁
A
S
O
環
境
共
生
基
金
﹂

を
設
立
し
︑牧
野
組
合
の
維
持
管
理
作
業
や

環
境
学
習
︑野
生
動
植
物
の
保
護
活
動
な
ど

を
支
援
し
て
い
ま
す
︒
2
0
1
7
年
に
は
国
の

重
要
文
化
的
景
観
に
も
選
定
さ
れ
︑現
在
は

世
界
文
化
遺
産
の
国
内
暫
定
リ
ス
ト
入
り
へ

向
け
︑文
化
庁
に
対
し
て
の
提
案
書
の
提
出
な

ど
要
望
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
︒
今
後
は
草
原

景
観
を
守
る
た
め
︑さ
ら
な
る
環
境
の
整
備
が

急
務
で
す
︒
世
界
文
化
遺
産
登
録
を
通
じ
て
︑

カ
ル
デ
ラ
の
内
側
に
人
が
定
住
し
︑鉄
道
が
走

る
と
い
う
唯
一
無
二
の
暮
ら
し
の
根
底
に
あ
る

草
原
文
化
を
︑世
界
に
向
け
て
強
く
発
信
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
︒︵

2
0
2
2
年
2
月
︶

草
原
を
守
り
抜
く

行
政
の
責
務

“
九
州
の
水
が
め
”
を
支
え
る

阿
蘇
草
原
の
価
値
を
知
っ
て
ほ
し
い

広
大
な
草
原
を
有
し
︑そ
の
圧
倒
的
な
景
観
を
求
め
て

多
く
の
人
が
訪
れ
る
阿
蘇
市
︒
希
少
な
自
然
と
文
化

を
守
る
た
め
の
取
り
組
み
と
は
︒

近
年
︑阿
蘇
草
原
が
有
す
る
公
益
的
機
能
に
つ
い
て
︑さ
ま
ざ
ま
な
研
究
分
野

か
ら
調
査
・
検
証
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
︒
具
体
的
な
数
値
の
裏
付
け
を
活
用
し
︑

草
原
保
全
に
役
立
て
た
い
と
意
気
込
む
南
阿
蘇
村
長
の
想
い
と
は
︒

interviewinterview“九州の水がめ”を支える阿蘇草原の価値を知ってほしい 草原を守り抜く行政の責務

佐藤 義興    さとう・よしおき

阿蘇郡阿蘇町（現・阿蘇市）生
まれ。20代のとき、大分県から牧
ノ戸峠を越え、目の前に現れた
草原景観の美しさ、雄大さに感
動した記憶が今も鮮明に残る。 
2005年、初代阿蘇市長に就任。

インタビュー05 阿蘇市 市長

吉良 清一    きら・せいいち

26歳のとき南阿蘇村（旧白水
村）で就農、当時としては珍しい
無農薬の「おあしす米」生産に取
り組む。2003年、旧白水村議に
当選。2017年、4度目の挑戦で南
阿蘇村村長に就任。

インタビュー06 南阿蘇村 村長



20
19

20
20

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100実施校未実施校 実施校の割合学
校
数

実
施
校
の
割
合（
%
）

2021

レ
ー
シ
ョ
ン
で
き
た
ん
で
し
ょ
う
ね
︒
ジ1

オ
パ
ー

ク
学
で
は
︑中
岳
の
噴
火
や
降
灰
を
教
材
に
し

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
︒
草
原
環
境
学
習
で
も
︑現
場
に
行
っ
た
り

何
か
を
作
っ
た
り
し
て
︑そ
う
い
う
活
動
の
中

か
ら
子
ど
も
た
ち
自
身
が
気
づ
き
︑感
じ
︑考

え
ま
す
よ
ね
︒

木
部　

先
生
の
理
解
や
協
力
も
大
き
い
で
す
ね
︒

先
生
の
中
に
草
原
の
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
伝

え
た
い
と
い
う
熱
心
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
︑取

り
組
み
が
進
ん
だ
部
分
も
大
き
い
で
す
︒

藤
田　

阿
蘇
で
し
か
味
わ
え
な
い
︑特
別
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
す
よ
ね
︒

草
原
再
生
に
関
わ
る
人
は
皆
︑口
々
に﹁
草
原
と
ふ
れ
あ
い
︑身
近
に
感
じ
て

も
ら
う
機
会
を
増
や
し
た
い
﹂と
語
る
︒
そ
の
ひ
と
つ
の
形
が
子
ど
も
た
ち
へ

向
け
た
草
原
環
境
学
習
だ
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
草
原
で
の
学
び
に
向
き
合

っ
て
き
た
3
人
に
座
談
会
を
し
て
も
ら
っ
た
︒

地
域
の
学
び
と
し
て

草
原
を
知
り
、
ふ
れ
あ
う

写真右から／木部直美（きべ・なおみ）
公益財団法人阿蘇グリーンストック：阿
蘇に来て以来、草原環境学習に携わっ
てきた。阿蘇草原キッズ・プロジェクトに
は立ち上げ時から参加。／藤田幸代（ふ
じた・さちよ）阿蘇くじゅう国立公園管理
事務所：アクティブレンジャーとして、阿
蘇草原キッズ・プロジェクトを中心に草原
環境学習に関わる。／永田絋樹（ながた・
こうき）阿蘇ジオパーク推進協議会事務
局長：ジオパークの立場から、草原環境
学習の推進にも積極的に関わっている。

地
域
の
小
学
校
に
受
け
入
れ
ら
れ

広
が
っ
て
き
た
草
原
環
境
学
習

藤
田　

子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
た
草
原
環

境
学
習
を
は
じ
め
た
こ
ろ
は
︑教
育
関
係
者
の

間
で
は
草
原
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
づ
ら
か
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
︒

木
部　

理
解
さ
れ
な
か
っ
た
根
底
に
は﹁
な
ん

で
草
原
な
の
？
﹂と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
し
た
︒

な
ぜ
草
原
を
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
を

先
生
に
簡
潔
に
伝
え
る
必
要
が
あ
っ
て
︑当
初

苦
労
し
た
と
こ
ろ
で
す
︒

talk session地域の学びとして草原を知り、ふれあう

草
原
で
の
学
び
を
通
じ
て

育
ま
れ
る
も
の

藤
田　

阿
蘇
草
原
キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
︑当
初
目
標
の
ひ
と
つ
に﹁
子
ど
も
た
ち
を

次
世
代
の
担
い
手
と
し
て
育
成
す
る
﹂と
掲
げ

て
い
た
ん
で
す
︒
で
も
こ
の
目
標
は
成
果
を
測

り
づ
ら
い
︒
卒
業
し
て
す
ぐ
に
就
農
す
る
場
合

も
あ
れ
ば
︑数
十
年
後
に
U
タ
ー
ン
す
る
場
合

も
考
え
ら
れ
る
︒

木
部　

成
果
っ
て
難
し
い
で
す
よ
ね
︒﹁
体
験

し
た
1
0
0
人
の
う
ち
︑
1
人
が
担
い
手
に
な

っ
た
か
ら
す
ば
ら
し
い
！
﹂と
い
う
も
の
で
も

な
い
気
が
し
ま
す
︒

永
田　

草
原
へ
行
っ
た
こ
と
で
︑草
原
っ
て
い
い

よ
ね
っ
て
思
っ
て
も
ら
え
た
ら
︑◎
で
し
ょ
う
︒

藤
田　

高
校
生
に﹁
小
学
生
の
こ
ろ
︑草
原
に

行
っ
た
？
﹂っ
て
聞
く
と
﹁
あ
ぁ
︑
思
い
出
し

た
！
﹂と
言
う
生
徒
は
多
い
で
す
ね
︒

木
部　

た
だ
行
っ
た
の
で
は
な
く
︑誰
と
一
緒
に

草
原
へ
行
っ
た
か
と
い
う
の
も
大
事
で
す
︒
牧

野
の
人
と
行
っ
て﹁
こ
の
場
所
は
︑先
祖
代
々
受

け
継
い
で
︑ず
っ
と
こ
う
や
っ
て
守
っ
て
き
た
場

所
な
ん
だ
よ
﹂と
聞
け
ば
︑子
ど
も
た
ち
は
そ

う
い
う
本
気
を
敏
感
に
感
じ
取
り
ま
す
か
ら
︒

永
田　

総
合
学
習
と
し
て
地
域
の
こ
と
を
学

ぶ
際
︑草
原
環
境
学
習
と
い
う
コ
ン
テ
ン
ツ
が

う
ま
く
は
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒

藤
田　

関
係
団
体
と
の
協
力
も
進
み
ま
し
た
︒

阿
蘇
青
少
年
交
流
の
家
や
︑阿
蘇
火
山
博
物

館
も
み
ん
な
で
一
緒
に
や
っ
て
い
る
！
と
い
う

実
感
が
あ
り
ま
し
た
︒
さ
ら
に
︑地
元
牧
野
の

方
を
巻
き
込
め
た
の
が
良
か
っ
た
で
す
ね
︒
子

ど
も
た
ち
と
ふ
れ
あ
っ
て
︑牧
野
の
お
じ
ち
ゃ

ん
た
ち
の
嬉
し
そ
う
な
笑
顔
が
印
象
に
残
っ
て

い
ま
す
︒

永
田　

お
互
い
の
良
い
部
分
が
う
ま
く
コ
ラ
ボ

地元牧野の方が農具を手に草原の草刈りについて子どもたちに語る。

草原環境学習小委員会（協議会の下部組織）では、

阿蘇地域の全ての子どもたちが、地域で守り継がれ

てきた草原について興味・関心をもってもらうことを

目的に、2009年から「阿蘇草原キッズ・プロジェクト」

を推進しています。小学校への出前授業や教材作成

などのさまざまな活動の継続により、徐々に草原環

境学習を導入する小学校は増え、2020年には阿蘇

郡市内の小学校19校中、12校で実施されています。

colum
n

「阿蘇草原キッズ・プロジェクト」の実績
草原環境学習を実施している阿蘇郡市村の小学校
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い
と
い
け
な
い
︒
そ
こ
で
学
習
の
出
番
な
の
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
子
ど
も
も
大
人
も
現
地

に
行
っ
て﹁
こ
れ
が
良
か
っ
た
よ
ね
﹂っ
て
い
う

人
た
ち
が
増
え
て
い
く
と
︑彼
ら
自
身
が
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
て
い
く
ん
で
し
ょ
う
し
︒
さ

ら
に
は
︑阿
蘇
の
周
辺
の
都
市
部
の
人
た
ち
に

は
︑旅
行
の
よ
う
な
︑ち
ょ
っ
と
遊
び
に
来
る

よ
う
な
感
覚
で
草
原
を
守
る
お
手
伝
い
を
し

て
も
ら
え
た
ら
い
い
で
す
よ
ね
︒

藤
田　

い
ま
︑阿
蘇
地
域
外
や
親
子
に
対
象

を
広
げ
て
い
て
︑草
原
や
筑
後
川
な
ど
の
源
流

で
植
物
や
生
き
物
の
観
察
会
の
機
会
を
設
け

て
い
ま
す
︒
押
し
付
け
に
な
ら
な
い
よ
う
︑﹁
何

だ
か
気
持
ち
良
か
っ
た
ね
﹂と
い
う
思
い
出
を

つ
く
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
心

が
け
て
い
ま
す
︒

永
田　

地
元
の
人
に
と
っ
て
は
︑経
済
的
な
価

値
も
大
事
で
す
よ
ね
︒
今
︑阿
蘇
草
原
の
茅
材

が
再
び
注
目
さ
れ
て
い
て
︑牧
野
の
人
た
ち
も

す
ご
く
嬉
し
そ
う
な
ん
で
す
よ
︒
日
本
の
重
要

文
化
財
で
あ
る
茅
ぶ
き
屋
根
の
茅
場
を
阿
蘇

が
担
う
と
い
う
新
し
い
生
業
が
生
ま
れ
て
い
ま

す
︒
茅
採
取
は
︑ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
し
︑草
原
の
価
値
が
見

直
さ
れ
る
こ
と
で
草
原
が
維
持
さ
れ
る
き
っ
か

毎年、阿蘇青少年交流の家と草原環境学
習小委員会が連携し、阿蘇郡市内の子ど
もたちを対象とした野焼き体験も行っている。
牧野の方や野焼きボランティアの方々が体
験をサポートし、草原の維持に欠かせない
野焼きについて、子どもたちが学ぶ貴重な
機会となっている。

藤
田　
﹁︵
こ
の
場
所
を
︶自
分
は
す
ご
く
大
切

に
思
っ
て
る
ん
だ
よ
︑日
本
で
︑世
界
で
一
番
だ

よ
﹂と
い
う
人
と
一
緒
に
行
く
と
︑子
ど
も
た

ち
の
見
方
が
変
わ
り
ま
す
︒

永
田　

草
原
で
の
学
び
を
通
じ
て
︑何
か
気
づ

き
を
得
て
ほ
し
い
で
す
よ
ね
︒
草
原
っ
て
ど
う

維
持
さ
れ
て
る
の
？
と
か
︑こ
れ
か
ら
ど
う
維

持
し
て
い
く
の
？
っ
て
ず
っ
と
答
え
が
出
な
い

じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒
不
思
議
に
感
じ
た
こ
と
を

問
い
と
し
て
ず
っ
と
持
ち
続
け
る
気
持
ち
を
育

て
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
︒

木
部　

草
原
っ
て
良
い
な
っ
て
一
瞬
で
も
思
え

た
子
は
︑自
然
に
対
す
る
愛
着
な
り
何
か
大
切

な
も
の
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す

よ
ね
︒
そ
こ
で
得
ら
れ
る
経
験
は
数
値
で
評
価

で
き
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

永
田　

子
ど
も
が
家
に
帰
っ
た
と
き
に﹁
草
原

っ
て
こ
う
だ
っ
た
ん
だ
よ
﹂っ
て
家
族
に
伝
え

て
く
れ
る
と
︑草
の
根
的
な
効
果
が
あ
る
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
︒

藤
田　

阿
蘇
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
は
︑牧
野

組
合
に
は
入
っ
て
い
な
く
て
も
野
焼
き
は
手
伝

う
と
い
う
方
も
割
と
多
い
ん
で
す
け
ど
︑﹁
野

焼
き
に
出
る
の
は
大
変
だ
﹂と
思
っ
て
い
た
方

に
も
︑草
原
に
つ
い
て
学
ん
だ
子
ど
も
に﹁
お

父
さ
ん
︑お
じ
い
ち
ゃ
ん
す
ご
い
ね
︒
草
原
を

守
っ
て
い
る
ん
だ
ね
﹂っ
て
言
っ
て
も
ら
え
る
こ

と
で
︑自
信
に
な
り
︑誇
ら
し
く
思
っ
て
も
ら

え
る
と
嬉
し
い
で
す
ね
︒

永
田　

子
ど
も
た
ち
本
人
も
︑楽
し
み
な
が
ら

草
原
に
つ
い
て
学
べ
た
ら
︑阿
蘇
を
離
れ
た
後
も

﹁
変
わ
ら
な
い
故
郷
で
い
て
ほ
し
い
﹂と
い
う
想

い
を
持
っ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

草
原
を
身
近
に
感
じ
る
き
っ
か
け

大
人
に
も

藤
田　

阿
蘇
や
熊
本
市
内
に
住
ん
で
い
て
も
︑

草
原
に
入
っ
た
経
験
が
あ
る
大
人
の
方
は
少
な

い
ん
で
す
よ
︒
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
も
草
原

に
親
し
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

木
部　

草
原
は
︑阿
蘇
の
人
た
ち
が
生
活
し

て
い
る
場
か
ら
は
少
し
距
離
が
あ
る
ん
で
す
よ

ね
︒
た
だ
︑阿
蘇
の
人
た
ち
も
︑下
流
域
に
住

む
都
市
部
の
人
た
ち
も
︑阿
蘇
の
草
原
で
育
ま

れ
た
水
を
飲
ん
で
い
た
り
︑実
は
草
原
と
関
わ

り
が
あ
り
ま
す
よ
ね
︒

永
田　
﹁
阿
蘇
い
い
よ
ね
︑草
原
い
い
よ
ね
﹂っ

て
思
う
人
が
増
え
る
た
め
に
は
︑そ
の
た
め
の

体
験
も
必
要
だ
し
︑ち
ゃ
ん
と
し
た
知
識
が
な

け
に
な
る
な
ら
ば
︑す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
︒

木
部　

そ
こ
か
ら
波
及
し
て
︑野
草
堆
肥
の
利

用
が
増
え
た
り
︑昔
な
が
ら
の
草
小
積
み
が
続

い
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
︒
ひ
と
つ
の
き
っ

か
け
か
ら
︑阿
蘇
の
草
原
の
価
値
を
改
め
て
発

見
し
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
︒

︵
2
0
2
1
年
12
月
︶ 阿蘇青少年交流の家で行われる小学生を対象とした草泊まりづくり。　　　　調べ学習として、牧野の中に入って草原の草の様子を観察することも。

地域の学びとして草原を知り、ふれあう

1
ジ
オ
パ
ー
ク

阿
蘇
地
域
は﹁
ユ
ネ
ス
コ
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
﹂に
認
定
さ

れ
て
い
る
︒ジ
オ
パ
ー
ク
と
は
︑地
質
学
的
重
要
性
を
有

す
る
サ
イ
ト
が
︑保
護
・
教
育
・
持
続
可
能
な
開
発
と
一

体
と
な
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
エ
リ
ア
の
こ
と
︒

talk session



阿
蘇
草
原
へ
の
関
わ
り
方

場所

知る・学ぶ
学習プログラムやネットコン
テンツを通じ、草原のいろ
はを学ぶこと

楽しむ
観光や草原アクティビティ
を通して、阿蘇草原の魅力
を楽しむこと

阿蘇地域に移住・就農する
ことで、草原再生の一翼を
担っていくこと

移住・就農

阿蘇草原再生協議会に加
入して、阿蘇草原の未来を
みんなと一緒に考えること

考える

寄付事業を通じて、経済面
から草原再生の支援をする
こと

寄付する

農泊体験
阿蘇の農家での宿泊体験
を通じて、阿蘇の農家の生
業を体感すること

野焼き支援ボランティアな
どに参加して、草原再生に
関わる活動に参加すること

ボランティア

現地でできる

関わり方

遠くてもできる

間
接
的
に
関
わ
る

関
わ
り
方

直
接
的
に
関
わ
る

GSコーポレーション（通販）

各市町村の道の駅・産地直売所など

阿蘇あか牛肉料理認定店（46店舗）

考
え
る

移
住
・
就
農

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

寄
付
す
る

農
泊
体
験

知
る
・
学
ぶ

楽
し
む

買
う

食
べ
る

野草堆肥を使った農作物な
どの草原再生につながる商
品を買うこと

買う

あか牛や乳製品など、草原
再生に寄与する食べものを
食べること

食べる

PICK
UP

現
地
で
で
き
る

遠
く
て
も
で
き
る

阿蘇草原再生協議会への参加

インターネットコンテンツ（各機関HP参照）

その他寄付事業

ふるさと納税

阿蘇草原再生募金

あか牛オーナー制度

移住相談：各市町村窓口

野焼き支援ボランティア

阿蘇地域農泊推進協議会

阿蘇草原保全活動センター

南阿蘇ビジターセンター・野草園

阿蘇火山博物館・山上ビジターセンター

キャンプ

牧野ガイド

草原トレッキング

乗馬体験

パラグライダー

草原ライド（マウンテンバイク）

草原再生シールの会

寄
付
事
業

草
原
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

PICK
UP

PICK
UP

PICK
UP
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草
原
再
生
は
さ
ま
ざ
ま
な

方
法
で
応
援
で
き
る

阿
蘇
の
草
原
再
生
は
︑多
く
の
方
々
の
応

援
を
求
め
て
い
ま
す
︒

﹁
草
原
再
生
﹂と
聞
く
と
︑“
農
作
業
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
”と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
︑実
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
草
原
再
生
に
関

わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

﹁
楽
し
む
﹂︑﹁
知
る
・
学
ぶ
﹂︑﹁
食
べ
る
﹂︙
︒　

一
見
︑草
原
再
生
と
は
関
係
が
な
さ
そ
う
な
活

動
も
︑ま
わ
り
ま
わ
っ
て
︑草
原
再
生
に
貢
献

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
︑ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
や
寄
付
な
ど
︑直
接
的
に
草
原
再
生
に

寄
与
で
き
る
活
動
も
あ
り
ま
す
︒

あ
な
た
も
︑自
分
に
合
っ
た
方
法
で
︑無
理

な
く
楽
し
く
阿
蘇
の
草
原
風
景
を
守
る“
担

い
手
・
支
え
手
”に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

阿蘇の草原再生に寄与する
代表メニュー

阿蘇草原への関わり方の種別に応じて、

代表的な活動メニューを整理してみました。

詳しくは各 HPを参照するか、阿蘇草原再

生協議会事務局へお問い合わせ下さい。

い
ろ
ん
な
関
わ
り
方
が

あ
り
ま
す
よ
︒

阿蘇草原保全活動センター道の駅あそ望の郷くぎの道の駅阿蘇



詳しくはこちら
公益財団法人 阿蘇グリーンストック
http://www.asogreenstock.com/

　野焼き支援ボランティアは、阿蘇草原再生

を担う中核的な存在です。定期的に初心者

研修会を開催しています。

　トレッキング、マウンテンバイク、乗馬体

験…。阿蘇草原の魅力を存分に味わう

さまざまなアクティビティがあります。牧

野ガイドなどでは、料金に「牧野保全料」

が含まれ、楽しみながら草原の維持管理

に貢献できる仕組みとなっています。

野焼き支援ボランティア
草原の維持活動に直接参加する

阿蘇あか牛肉料理認定店のマーク
認定店は阿蘇地域に46店舗
（2022年4月現在）

詳しくはこちら
阿蘇地域世界農業遺産推進協会
https://www.giahs-aso.jp/

　阿蘇の草原にとって、草を食べ続けて

くれるあか牛の放牧は欠かすことができ

ません。100gのあか牛を食べるとおよそ

4畳半（7.5㎡）の草原維持につながると

言われています。「阿蘇あか牛肉料理認

定店」であか牛を食べることは、阿蘇の

草原保全につながると言えます。

阿蘇あか牛肉料理認定店
あか牛を食べて草原再生を応援

草原アクティビティ
阿蘇草原の魅力を満喫しよう

草原再生への関わり方

QUOカード

WAONカード

協賛自販機
定期預金
募金箱

ネット募金
（Yahoo!ネット募金）

口座振込

募金の方法

1. 草原維持管理の継続

2. 繁殖あか牛の放牧推進

3. 草原の生物多様性保全

4. 草原環境学習の推進／後継者育成

募金の主な使い方

詳しくはこちら
阿蘇草原再生協議会
募金事務局からのお知らせ
https://www.aso-sougen.com/
kyougikai/restoration/bokin.html

　阿蘇草原再生協議会では、幅広い人々の

力で阿蘇の草原を守っていく仕組みのひとつと

して、阿蘇草原再生募金に取り組んでいます。

集まった募金は、あか牛導入費用など、草原

再生に関するさまざまな活動を支援するために

活用されます。

阿蘇草原再生募金
草原再生を寄付で支援

人手不足や高齢化によって、野焼きの継
続が困難な牧野にて火消しや輪地切り
（防火帯づくり）活動の支援をします。

野焼き支援ボランティアの活動

エルパティオ牧場
月夜のホーストレッキング、乗馬体験など

SMO南小国
ドローン操縦

ブルーグラス
乗馬体験

サイクリングツーリズムコギダスCLAMP
サイクリング

ASO田園空間博物館
牧野ガイド、草原ライド（MTB）

あそたんガイドツアーズ
草原ライド、トレッキング

REASO
ナイトトレッキング

阿蘇ネイチャーランド
気球、パラグライダー、ヨガなど

主な草原アクティビティの紹介

詳しくは各事業者等へ
お問い合わせください。

1. 阿蘇地域で、誕生から肥育まで全期間
飼養されたあか牛であること。

2. 飼料として、阿蘇産の牧乾草や稲ワラ
などが主に給与されていること、または
阿蘇の牧野で育った経歴があること。

阿蘇あか牛肉料理認定店の基準
野焼きの様子 輪地焼きの様子

輪地切りの様子

あか牛丼

ASO田園空間博物館が提供する草原ライド

初心者研修会の様子
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