
保
護
と
利
用
の
両
立

　
乗
鞍
岳
の
裾
野
・
丹
生
川
町

久
手
に
暮
ら
す
上
平
尚
さ
ん
は
、

夏
は
登
山
客
、
冬
は
ス
キ
ー
客

を
迎
え
る
山
の
案
内
人
で
す
。

　
「
乗
鞍
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
」や「
五

色
ヶ
原
の
森
」
の
立
ち
上
げ
当

初
よ
り
関
わ
り
、
環
境
を
守
り

な
が
ら
観
光
で
の
恩
恵
を
受
け

る
道
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。

環
境
を
守
る
た
め
の
決
断

　
乗
鞍
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
は
、
元

は
戦
争
中
に
作
ら
れ
た
「
乗
鞍
航

空
実
験
所
」
の
た
め
の
軍
用
道
路

で
し
た
。
戦
後
に
観
光
用
の
有

料
道
路
と
な
り
、
高
山
帯
ま
で

自
家
用
車
で
登
っ
て
い
け
る
こ

と
で
人
気
を
集
め
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
た
び
た
び
渋
滞
が

起
き
、
ゴ
ミ
を
捨
て
る
、
ト
イ

レ
ま
で
我
慢
で
き
ず
側
溝
で
排

五
色
ヶ
原
の
森
案
内
人

か
み
ひ
ら

た
か
し

な
が
ら
観
光
で
の
恩
恵
を
受
け

る
道
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。

環
境
を
守
る
た
め
の
決
断

　
乗
鞍
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
は
、
元

は
戦
争
中
に
作
ら
れ

空
実
験
所

で
し
た
。
戦
後
に
観
光
用
の
有

料
道
路
と
な
り
、
高
山
帯
ま
で

素
晴
ら
し
い
乗
鞍
岳
の
自
然
を

  

守
っ
て
い
か
ん
な
ら
ん
と
い
う
想
い
と

    

み
ん
な
に
見
に
き
て
ほ
し
い
と
い
う
想
い

正
反
対
の
よ
う
や
け
ど
、

　
知
恵
を
出
せ
ば
ど
ち
ら
も
叶
う
ん
や

上
平
　
尚
さ
ん

高山市
丹生川町

泄
す
る
な
ど
の
マ
ナ
ー
違
反
も

起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
平
成
15
年
に
は
整
備
し
た
資

金
を
有
料
道
路
と
し
て
回
収
す
る

「
償
還（
し
ょ
う
か
ん
）期
間
」
が

終
わ
り
無
料
化
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
環
境

へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
た
た
め
、

自
家
用
車
の
通
行
を
制
限
す
る

「
マ
イ
カ
ー
規
制
」
の
案
が
出
ま

し
た
。

　
観
光
面
で
不
利
に
な
る
こ
と

で
反
対
が
出
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
当
時
の

丹
生
川
村
で
は
「
乗
鞍
の
自
然

を
守
る
会
」や「
乗
鞍
美
化
の
会
」

が
活
動
し
、
環
境
を
守
ろ
う
と

い
う
意
識
が
育
っ
て
い
た
こ
と

で
、
マ
イ
カ
ー
規
制
が
実
現
し

ま
し
た
。

　
手
前
の
駐
車
場
で
バ
ス
に
乗

り
換
え
る
方
法
で
現
在
ま
で
運

用
さ
れ
、
自
然
環
境
も
改
善
し

て
い
ま
す
。

乗鞍スカイライン
平湯峠（標高1,684ｍ）～乗鞍畳平（標高2,702ｍ）
雲の上を走る約15㎞の自動車道戦後まもなく「濃飛乗合

自動車」初代社長の上嶋
清一氏が尽力し、軍用道
路の道幅を拡張。
観光用道路「乗鞍スカイ
ライン」として登客に愛
される現在の姿になりま
した。

古くから飛騨の人々は朝
日が昇る乗鞍岳に手を合
わせ大切にしていました。

戦争中に軍の乗鞍航空実験所が
作られました。戦後はコロナ観
測所や宇宙線観測所で研究が行
われるようになりました。
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いま、
  伝えたい

こと

（
文
・
絵　
大
森
貴
絵
）

（
企　
画

高
山
市
）

活
か
さ
れ
る
経
験

　
保
護
と
利
用
を
両
立
す
る
た

め
に
試
行
錯
誤
し
た
乗
鞍
ス
カ

イ
ラ
イ
ン
で
の
経
験
は
、
乗
鞍

山
麓
に
あ
る
五
色
ヶ
原
の
森
の

運
用
に
も
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
開
山
前
に
は
専
門
家
に
よ
る

植
生
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
環

境
を
考
慮
し
な
が
ら
特
徴
が
違

う
３
つ
の
コ
ー
ス
を
整
備
し
ま

し
た
。
ま
た
、
人
数
制
限
や
ガ

イ
ド
と
一
緒
で
な
い
と
入
山
で

き
な
い
と
い
う
制
限
を
設
定
し
、

多
く
の
人
が
こ
れ
を
理
解
し
た

上
で
森
林
体
験
を
楽
し
ん
で
い

ま
す
。

　
「
人
が
森
か
ら
利
益
を
受
け
取

る
だ
け
で
な
く
、
動
物
も
植
物

も
共
に
生
き
ら
れ
る
命
豊
か
な

森
が
ず
っ
と
続
い
て
い
く
よ
う

に
」
と
い
う
信
念
の
も
と
、
持

続
的
な
自
然
の
活
用
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　飛騨人は囲炉裏を使っとった時代から、初夏には朴葉で田
植え餅を包んで、正月には楓の枝に花餅を飾ってや暮らし
とった。山の恩恵を受けながら共に生きる心があるんやさ。
　五色ヶ原を調査された植物学者の宮脇昭さんは、自然の保
護と利用は「元手を食い潰さずに、利息で食いつないでいく」
精神が大切やと言ってござったよ。そういう心を持った子ど
もたちが育っていってくれることが一番の願いやな。

上平　尚さん五色ヶ原の森 案内人

い ろ り

五色ヶ原の森

調査と道作りには 3 年間もの期間がかか
りました。国有林、市有林、会社、個人、
共有と 5 種類の地主からそれぞれ理解を
得ながら散策路を整備しました。

登山家の野口健氏が丹生川に訪れた際に聞いた
富士山の話が観光利用を目指すきっかけに。
植物学者の宮脇昭氏からは自然利用の精神を学
びました。

乗鞍火山の恩恵で出来た
柱状節理と4 つの大きな滝
を、水しぶきを浴びるほど
の間近に眺められます。

4つの池、源流、伏流水が流
れ落ちる滝と、さまざまな
水風景を楽しめます。

乗鞍の最奥部に広がる自然
のままの原生林で、巨木や
巨岩に出会う特別な体験が
できます。

「見る・聞く・触れる・浴びる・香る」
森の刺激を全身で感じられる
３つのコースがあります

ちゅう じょう せつ      り

の  ぐ ち  け ん

みや わき あきら


