
資料-3 
第４回平取ダム地域 
文化保全対策検討会 
平成 19 年 7 月 22 日 

   平取ダム地域文化調査業務の概況 
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・地図整理担当  
 

・アイヌ語担当  
 

・事務連絡担当  
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概要と現況 － 各業務課題別

１　精神文化現地調査

＜業務内容＞

　◆平取ダム建設予定地周辺に存在する
アイヌ民族の信仰観に根ざした精神文
化が平取ダムの建設によって受ける影
響に対する保全対策案(代替候補地等)
について、現地状況を把握する。

概要と現況 － 各業務課題別

１　精神文化現地調査
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概要と現況 － 各業務課題別

２　生物の生存環境調査

(1) 工事箇所現地調査

＜業務内容＞

　◆付替道路工事予定箇所における生物
（伝統工芸素材植物等）などの保全対
象をアイヌ文化環境保全対策調査総括
報告書に基づき把握を行う。なお、調
査時期については、春期および夏期と
する。

概要と現況 － 各業務課題別

２　生物の生存環境調査

(2) 貯水池内伝統工芸素材等

　 植物分布調査

　　＜業務内容＞

　◆貯水池内における伝統工芸素材植物等
を調査し、分布図を作成する。



3

概要と現況 － 各業務課題別

２　生物の生存環境調査

(3) 代替候補地現地調査

＜業務内容＞

　◆伝統工芸素材植物等の代替候補地を
調査し、現地状況の把握を行う。

概要と現況 － 各業務課題別

２　生物の生存環境調査



4

概要と現況 － 各業務課題別

３　生活文化現地調査

＜業務内容＞

　◆アイヌ文化期にかつて行われていた栽
培形式を再現可能な候補地を調査し、現
地状況の把握を行う。

概要と現況 － 各業務課題別

３　生活文化現地調査
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概要と現況 － 各業務課題別

４　アイヌ語地名保全対策実践

　＜業務内容＞

　◆アイヌ語地名踏査（Ｈ18年度調査）につ

いて、保全対策案の検討に必要な基礎資
料を作成する。

４アイヌ語地名保全対策実践
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概要と現況 － 各業務課題別

５　栽培実証試験

＜業務内容＞

　◆アイヌの文化的意義を有する植物群に
ついて、その資料的価値ならびに将来の
活用に向け、栽培実証試験を行う。

概要と現況 － 各業務課題別

５　栽培実証試験



　Ｈ19年4月～6月に行った草本調査に基づく草本分布概況図です。

300m

２　生物の生存環境調査
（１）工事箇所現地調査 ①草本分布概況図－速報版

　この調査では、100ｍポイント毎に道路幅×５ｍでポイントをきめて調査しました。
牧草地を含まない300ｍ、700ｍ、1000ｍポイントでは、調査結果の草本名を記載しま
した。その他のポイントでは草本の抜粋をして記載してあります。

1000ｍ地点において確認された植物700ｍ地点において確認された植物

300ｍ地点において確認された植物

アカザ オオバセンキュウ コウライテンナンショウ　＊ツリフネソウ ミゾソバ
アカネスミレ オオバノヤエムグラ コケイラン　＊ トンボソウ ミツバ　＊
アキタブキ　＊ オオヤマフスマ コンロンソウ ナガハグサ ミツバツチグリ
アキノキリンソウ オシダ サラシナショウマ ニリンソウ　＊ ミミナグサ
アズマイチゲ カタバミ シダ ネコノメソウ ミヤコザサ　＊
イネスゲの仲間 カモガヤ シロツメクサ ノブキ ミヤマエンレンソウ
イワカガミ カラハナソウ ジンヨウイチヤクソウ ハエドクソウ ミヤマシケシダ
ウマノミツバ カラマツソウの一種 スズラン ハコベ ミヤマハコベ
エゾイラクサ カラマツソウ類 スミレ類 ハタザオ ムラサキケマン
エゾタチヤタバミ キク科の一種 セイヨウタンポポ ハンゴンソウ ヤブマメ
エゾノギシギシ キジムシロ セントウソウ ヒカゲスゲ ヤマドリゼンマイ
エゾメシダ キツリフネ センボンヤリ ヒメジョオン ヤマネコノメソウ
エンレイソウ類 キンミズヒキ ダイコンソウ フタリシズカ ヤマハタザオ
オオアマドコロ クサソテツ タガネソウ ホソバシケシダ ユキザサ　＊
オオアワガエリ クルマバソウ タチツボスミレ マイヅルソウ ヨツバムグラ
オオウバユリ　＊ クルマムグラ タニタデ ミズキヌカボ ヨブスマソウ　＊
オオバコ　＊ ゲンノショウコ ツボスミレ ミズヒキ レンプクソウ

アキタブキ　＊ コンロンソウ
エゾイラクサ スズラン
エゾエンゴサク セントウソウ
エンレイソウ類 ニリンソウ　＊
オオウバユリ　＊ ハリスゲ
オシダ フクジュソウ
カタクリ　＊ フッキソウ
キジムシロ ムラサキケマン
クサソテツ　＊ モミジガサ　＊
クサノオウ ユキザサ＊
コウライテンナンショウ ＊ヨブスマソウ　＊

アキタブキ　＊ シュロソウ　＊
アザミの一種 セントウソウ
エゾイラクサ タチギボウシ　＊
オオウバユリ ＊ノブキ
カサスゲ フキノトウ
カタクリ　＊ フデリンドウ
クサソテツ　＊ ミヤコザサ
コンロンソウ ユキザサ　＊
シダ類 ヨブスマソウ　＊

＊は分布図を作成（別途）している植物です。
　　　　　　はアイヌ文化の観点から有用性の高い植物です。網掛け
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　Ｈ18年度の木本調査に基づいて木本分布概況図を作成しました。

２　生物の生存環境調査
（１）工事箇所現地調査 ②木本概況図－速報版

立木なし

立木なし

立木なし

　この調査では100ｍポイント毎に木本の調査をしています。300ｍ、700
ｍ、1000ｍポイントでは調査結果の木本名を記載しています。その他の
ポイントでは抜粋して記載しています。

カスﾌﾟニ/ツリバナ*/えりまき

カリンパニ/―/さくら（エゾヤマザクラ含む）

ケネ/―/はんのき

シケﾚペ・シケﾚペニ/キハダの実・キハダの木/しころ･きはだ･しけれぺ

スス/―/やなぎ

セイェカパﾗ/アサダ/あさだ

チキサニ/ハルニレ/あかだも・にれ

チクペニ/エンジュ・イヌエンジュ/えんじゅ

チﾌﾟニスス/バッコヤナギ/ばっこやなぎ

トゥレﾌﾟニ/ヤマグワ/くわ

トゥンニ/カシワ/かしわ

トペニ/―/いたや・もみじ類

ニペｼニ/オオバボダイジュ/あおじな

ニペｼニ/シナノキ/あかじな

ネｼコ/オニグルミ/くるみ

クッチ/サルナシ/こくわ

ピンニ/ヤチダモ/やちだも

プンカウ/ハシドイ/どすなら

ペロ/コナラ/なら・いしなら

ペロ/ミズナラ/なら・みずなら

ランコ/カツラ/かつら

レタッタッニ/シラカンバ/しらかば

アユｼニ/ハリギリ*/せんのき
ウトゥカンニ/ミズキ/みずき
オﾌﾟケニ/キタコブシ/こぶし
カリンパニ/―/さくら（エゾヤマザクラ含む）
ケネ/―/はんのき
シケﾚペ・シケﾚペニ/キハダの実・キハダの木/しころ･きはだ･しけれぺ
スス/―/やなぎ
セイェカパﾗ/アサダ/あさだ
チキサニ/ハルニレ/あかだも・にれ
チクペニ/エンジュ・イヌエンジュ/えんじゅ
トゥンニ/カシワ/かしわ
トペニ/―/いたや・もみじ類
ニペｼニ/オオバボダイジュ/あおじな
ネｼコ/オニグルミ/くるみ
ピンニ/ヤチダモ/やちだも
ペロ/コナラ/なら・いしなら
ペロ/ミズナラ/なら・みずなら
レタッタッニ/シラカンバ/しらかば

アユｼニ/ハリギリ*/せんのき
イワニ/アオダモ/あおだも
ウッシ/ヤマウルシ/うるし
ウトゥカンニ/ミズキ/みずき
オﾌﾟケニ/キタコブシ/こぶし
カスﾌﾟニ/ツリバナ*/えりまき
カリンパニ/―/さくら（エゾヤマザクラ含む）
クッチ/サルナシ/こくわ
ケネ/―/はんのき
シケﾚペ・シケﾚペニ/キハダの実・キハダの木/しころ･きはだ･しけれぺ
スス/―/やなぎ
セイェカパﾗ/アサダ/あさだ
チキサニ/ハルニレ/あかだも・にれ
チクペニ/エンジュ・イヌエンジュ/えんじゅ
トゥレﾌﾟニ/ヤマグワ/くわ
トペニ/―/いたや・もみじ類
ニペｼニ/オオバボダイジュ/あおじな
ネｼコ/オニグルミ/くるみ
パセニ/サワシバ/さわしば
ピンニ/ヤチダモ/やちだも
プｼニ/ホオノキ/ほおのき
フﾌﾟ/トドマツ/とどまつ
プンカウ/ハシドイ/どすなら
ペロ/コナラ/なら・いしなら
ペロ/ミズナラ/なら・みずなら
ランコ/カツラ/かつら
レタッタッニ/シラカンバ/しらかば
―/カスミザクラ/しろざくら
―/カラマツ/らくよう

＊は分布図を作成（別途）している植物です。
　　　　　　はアイヌ文化の観点から有用性の高い植物です。網掛け

アユｼニ/ハリギリ*/せんのき
セイェカパﾗ/アサダ/あさだ

トゥンニ/カシワ/かしわ
トゥレﾌﾟニ/ヤマグワ/くわ

トペニ/―/いたや・もみじ類
プンカウ/ハシドイ/どすなら

カリンパニ/―/さくら（エゾヤマザクラ含む）
チキサニ/ハルニレ/あかだも・にれ
トゥレﾌﾟニ/ヤマグワ/くわ
トペニ/―/いたや・もみじ類

チキサニ/ハルニレ/あかだも・にれ

立木なし

スス/―/やなぎ

チクペニ/エンジュ・イヌエンジュ/えんじゅ
ネｼコ/オニグルミ/くるみ
モマニ/スモモ/すもも

シケﾚペ・シケﾚペニ/キハダの実・キハダの木/しころ･きはだ･しけれぺ
チクペニ/エンジュ・イヌエンジュ/えんじゅ
ニペｼニ/オオバボダイジュ/あおじな

ニペｼニ/シナノキ/あかじな

チキサニ/ハルニレ/あかだも・にれ

チクペニ/エンジュ・イヌエンジュ/えんじゅ

トゥンニ/カシワ/かしわ
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牧野に関する情報（＊別紙）2007-05-30現在

●昭和20（1945）年に芽生に入植した頃、馬の牧場の監視員の住宅があり、監視員の住宅は宿主
別にもあった。〈CT20040209-003）〉

●昭和25、６（1950・1951）年頃、芽生の小学校の所が牧野の三本通しのチャツ（補：棚のこと。棚
に穴が開けられていて、その穴に棒を通してあり、それが３本だと「三本通し」と言った）があった。
その頃、鉱山が奥にあり、車が来ると外し、通ると閉めていた。その場所から奥が牧野になってい
た。特に囲いも無いような感じで出入り部分だけがチャツがあった。家でも昭和21、２（1946・1947）
年頃に牛を放したことがある。豊糠の方へ行ったって何も境界が無かった。〈CT20050613-001〉

●芽生小学校から昔、町の牧場だった。子どもの頃、現在の芽生生活改善センターの所に立派な
２階建ての馬小屋があった。〈CT20050908-001〉

●芽生の方には馬を放牧していなかったが今の牧野の方からスズラン畑の方では馬を放牧してい
た。昭和23年(1948年)頃、町営牧野の管理人は芽生の男性だった。〈CT20040209-001〉

●1941～1942年（昭和16・17年）頃、現在の宿主別橋を渡ってすぐ左側に平取町営の牧場があり、
荷負本村の男性が番兵していた。男性は、平取町の役場から頼まれ、町有牧野の馬の番兵をして
いた。〈CT20040203-002〉

●叔父が、宿主別で馬番兵をしていた。馬番兵は各部落から平取町の牧場に預けた馬の番兵をし
ていた。主に鉄砲を持っている人が馬番兵をしていたが、アイヌの人が馬番兵に多いというのは、
鉄砲を持っているから。〈CT20050819-001〉

●シチニ（ストウニの沢）に山子に入った17歳の頃（1940年頃）、芽生の小学校の所が牧野のチャツ
口（補：チャツ＝柵。チャツ口＝柵の入口）だった。馬番兵をしていた荷負本村の男性は宿主別の
橋の袂に居た。土台付きの小屋を役場が建ててくれた。〈CT20050818-003〉

●開拓が入る1945（昭和20）年以前の芽生は、今のセンター(生活改善センター)のところに木戸が
張られ、それより奥は（町の）牧野で、馬を放していた。現在、わたしの家のある付近も(補：額平川
の左岸一帯)牧場で、開拓が入って初めて開放された。〈CT20050623-001〉

●山仕事に行ってた総主別の方へ芽生の男性が何十頭も馬を放していた。その放牧してる場所で
仕事をしていた。男性は町営牧野にも放牧していた。当時は、指定された牧場はなく、みんな放牧
地をただ使っていた。町牧が始まったは36（補：昭和）（1961年）年前後だったと思う。
〈CT20040210-002〉

●宿主別は1966年～1967年頃はスズラン畑ではなく牧場になっていた。現在は牧場になっていて
きれいになっているが、昔は木原の中に家があった。〈CT20030704-001 CT20040205-001〉

牧野イメージ図【沙流郡びらとり町/語りつぐ平取P60・P241】より

（※聞取対象者名を削除　07-07-22）
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