
つ か む

● 宇都宮のブランド農産物　カレンダー

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

とちおとめ

スカイベリー

なつおとめ

い
ち
ご

トマト

梨

にら

アスパラガス

旬の時期（収穫期）
品目

出荷時期

幸水

豊水

にっこり

出荷最盛期

宇都宮の農産物4

農業王国うつのみや

　宇都宮は，豊
ゆた

かな水資
し

源
げん

のもと，昔の人々の知
ち

恵
え

や工
く

夫
ふう

により，肥
ひ

沃
よく

な農地が広がるまちとなりまし

た。現
げん

在
ざい

では水
すい

稲
とう

を中心に野菜，花
か

き，果
か

樹
じゅ

などの

栽
さい

培
ばい

や牛の飼
し

育
いく

など，たくさんの農産物が生産され，

それらのなかには，みなさんがほこれるようなブラ

ンド農産物として出
しゅっ

荷
か

されているものもあります。

宇都宮の農産物について，

話し合ってみましょう。

ブランド農産物

　豊
ほう

富
ふ

な生産量やストーリー性，高い品質

など，ちがいや特
とく

徴
ちょう

のある農産物のことを

ブランド農産物とよんでいます。

二
にの

宮
みや

尊
そん

徳
とく

（金
きん

次
じ

郎
ろう

）
　宇都宮の農業の発

はっ

展
てん

に力をつくした人物

の一人。尊徳が設
せっ

計
けい

に関わった「宝
たから

木
ぎ

用水」

のおかげで宝木台地にも水田を作ることが

できる農地が広がりました。

宇都宮のブランド農産物には，どんなものがあるのでしょうか。

学 習 問 題

おいしい食べ物を作るためにどんな苦労や工夫

があるのだろう。

宇都宮の農産物で，たくさんの人たちに食べら

れているものには，どんなものがあるのかな？

ことば

ことば

梨
なし

トマト いちご 米

●①
・

・

●②
・

・

●③
・

・

●④
・

・

●①

●③

●②

●④

下の●①～●④の農産物は何でしょう？ 

あてはまる農産物の名前と番号を

線で結んでみましょう。

➡ p.38

32

➡ p.37

関連する

単元だよ

３年  ➡ 社会⃝わたしたちのくらしと市ではたらく人たち　道徳⃝ふるさとの味を（地域教材）

４年  ➡ 社会⃝わたしたちの栃木県　理科⃝天気と１日の気温

５年  ➡ 社会⃝くらしを支える食料生産　⃝米づくりのさかんな地域　⃝これからの食料生産とわたしたち

宇
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─
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生産量日本一をほこる栃
とち

木
ぎ

県のいちご

　宇都宮でも「とちおとめ」という品種を主力とし

て生産されています。

調 べ る

　宇都宮のブランド農産物について調べよう。

ゆうだい21

　宇都宮大学農学部が開発したお米。日本

では，国立大学で開発された初めての品種

です。

いちごをよりよく生産するために，品種を改良し

たり，新しい生産方法に挑
ちょう

戦
せん

したりしているよ。

大つぶの「スカイベリー」も生産しているよ。

▲とちおとめ

ことば

豊かな水を生かしたお米

　市内には，鬼
き

怒
ぬ

川
がわ

，田
た

川
がわ

，姿
すがた

川
がわ

が流れており，そ

の流れにそうように米作りがさかんに行われていま

す。

宇都宮では，どのような品種のお米が作られて

いるのだろう。

どうして宇都宮はお米をたくさん作ることがで

きるんだろう。

「コシヒカリ」という品種が多く栽培されてい

るそうだよ。

▲宇都宮のブランド米「みやおとめ」

▲宇都宮ブリッツェン米

城
しろ

山
やま

地区の水
すい

稲
とう

生産グループ「城
しろ

山
やま

水
すい

稲
とう

四
よん

石
こく

会
かい

」

と「宇都宮ブリッツェン」が連
れん

携
けい

して生産して

いるお米。「ゆうだい 21」が使われている。

➡ p.36〜39

➡ p.37
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果
くだ

物
もの

みたいにあまいトマト

　本来，夏野菜として知られるトマトですが，宇都

宮では，ビニールハウスを活用しながら寒い時期で

も栽
さい

培
ばい

されています。

どうして夏以外の季節でもトマトを栽培してい

るのかな。

「プレミアム７」というトマトは，糖
とう

度
ど

が７度

以上あって，あまくておいしいそうだよ。

▲トマト「プレミアム ７」

いろいろな品種の梨
なし

　宇都宮の梨には，いろいろな品種があり，７月か

ら11月まで品種を変えて生産されています。

宇都宮では，どれくらいの量の梨が作られてい

るのだろう。

「プレミアム13」という梨は，糖度が13度以

上あって，あまくておいしいんだって。

どのような品種の梨があるのかな。

▲梨「プレミアム 13」

（一
いっ

般
ぱん

的
てき

なトマトの糖度は５〜６度）

（一般的な梨の糖度は11〜12度）

　おいしい梨を作るために，梨
なし

園
えん

の土にはとことんこだわっていま

す。梨作りに適
てき

した土は，簡
かん

単
たん

には作ることができません。努力と

工
く

夫
ふう

，それと長い時間が必要です。わたしは，さらに良い土になる

ように，肥
ひ

料
りょう

に工夫をしたり，カルシウムや微
び

生
せい

物
ぶつ

を使ったりする

など，工夫を重ねています。

　土以外にも，新品種を栽培したり，見
み

極
きわ

めの技
ぎ

術
じゅつ

が必要な「剪
せん

定
てい

」をだれにでもできるようにしたりするなど，新しい取り組みに

も挑
ちょう

戦
せん

しています。

　お客さまに，「おいしい梨だね」と言われることが何よりもうれ

しいことで，梨作りにやりがいを感じています。

梨農家　山
やま

口
ぐち

幸
ゆき

夫
お

さんのお話

34

宇都宮の

おいしいもの，

たくさんあったね！

宇
都
宮
の
自
然
と
交
通

─
●❹
宇
都
宮
の
農
産
物

宇都宮の農産物について調べたことを，まとめてみましょう。

ま と め る

　産
さん

（企
き

業
ぎょう

・農家）学
がく

（大学等）官
かん

（宇都宮市）が協力し，宇都

宮の農業は発
はっ

展
てん

してきました。現
げん

在
ざい

では，「うつのみやアグリ

ネットワーク」が組
そ

織
しき

され，農産物を使ったお菓
か

子
し

などの新商品

の開発など，農業と他産業との新たな連
れん

携
けい

事業も進んでいます。

　宇都宮の農産物への理
り

解
かい

を深め，宇都宮の農業の可
か

能
のう

性
せい

につ

いて考えてみましょう。

農産物 ブランド名や農産物の特
とく

徴
ちょう

お米

いちご

トマト

梨

その他

　宇都宮の農産物について，さらに考えてみましょう。

ひ ろ げ る
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農業王国

かみかわち

かわち

とよさと

とみや

しのい

くにもと

しろやま

すがたがわ

すずめのみや

ひらいし

よこかわ

みずほの

きよはら

トマト

キュウリ

ブロッコリー

ねぎ

アスパラガス

しいたけ

ウメ

里イモ

梨

いちご

ブドウ

りんご

にら

タマネギ

肉用牛

乳用牛

豚

鶏卵

ぶた

宇都宮の気候を

生かした農業が

行われています。

宇都宮の農業の特
とく

徴
ちょう

　宇都宮は，耕
こう

作
さく

しやすい平らな土地が多

く，植物の成長に不
ふ

可
か

欠
けつ

な水資
し

源
げん

が豊
ゆた

かで，

日照時間も長いこと，また大消
しょう

費
ひ

地の東
とう

京
きょう

に近く，高速道路など交通が発達している

地
ちい

域
き

であることから，農産物を販
はん

売
ばい

しやす

いなど，良い環
かん

境
きょう

が整っています。

　そのため宇都宮では，米，いちご，トマ

ト，梨
なし

などの主力の農産物のほかにも，柚
ゆ

子
ず

など温
おん

暖
だん

地域の作物から，りんごのよう

な寒い地域の作物まで，非常に多くの種類

の農産物が生産されています。

宮
みや

どんこ
　宇都宮で生産されたしいたけのうち，

傘
かさ

の大きさや厚
あつ

みなどの一定の基
き

準
じゅん

を

満たした「宮どんこ」は，香りが優
すぐ

れ

ている高級しいたけです。

にら
　宇都宮では，ハウス栽

さい

培
ばい

が多く，

１月に旬
しゅん

を迎
むか

える冬
ふゆ

型
がた

の栽培がさ

かんです。夏にも栽培されており，

１年を通して収
しゅう

穫
かく

されています。

● 宇都宮の年間平
へい

均
きん

気温と日照時間

（℃）

0

50

100

150

200

250

300

日照時間

12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月

（時間）

0

5

10

15

20

25

30

平均気温

いろいろなものが

つくられているね。

（気象庁の統計データをもとに作成）

▲宮
みや

愉
ゆ

快
かい

動
どう

画
が

館
かん

「農業王国」のまち

36

うつのみや

　大谷夏いちご，その切り口にはハートの形が表れます。切り

口の鮮
あざ

やかな赤い色と「ハート」，そして，ほどよい酸
さん

味
み

もある

ので，国産いちごの量が少なくなる夏の時期のスイーツにぴっ

たりのいちごです。

不 思 議

ハートの形！

宮
みや

ゆず
　柑
かん

橘
きつ

類である柚子は，暖
あたた

かい地域で栽
さい

培
ばい

されること

が多いですが，宇都宮でも

新
にっ

里
さと

地区を中心に栽培され，

「宮ゆず」というブランド

名で流通しています。寒い

地域で栽培される「宮ゆず」

は，皮が肉
にく

厚
あつ

で香りが高い

ことが特
とく

徴
ちょう

です。

アスパラリン
　宇都宮ではグリーンアス

パラガスが生産されており，

春先のものは柔
やわ

らかくあま

みがあるため，新
しん

鮮
せん

なもの

は生でもおいしく食べられ

ます。アスパラリンは，宇

都宮で生産されたアスパラ

ガスのうち，重さや大きさ

など一定の基準を満たした

アスパラガスです。

新
にっ

里
さと

ねぎ
　宇都宮の新里地域で江

え

戸
ど

時代から変

わらぬ栽培方法で生産されている伝
でん

統
とう

野菜です。成長過
か

程
てい

で一度土から掘
ほ

り

起こし，ななめに植え直すことで，独
どく

特
とく

の弓
ゆみ

形
がた

に曲がった形になります。

宇都宮牛
　J
ジェイエー

Aうつのみや管
かん

内
ない

で飼
し

育
いく

された黒毛和牛で，全国

10番目の銘
めい

柄
がら

牛
ぎゅう

です。どの

部位も非常に良質で，脂
あぶら

に

上品なあまみがあるのが特

徴です。

　大谷夏いちごは，「なつおとめ」

という品種のうち，宇都宮の大谷

地区で栽培されたいちごのことを

言います。栽培には，大谷石採
さい

掘
くつ

場
じょう

跡
あと

地
ち

の冷たい地下水などを地

上に引き上げ，いちごの株
かぶ

元
もと

（くき

の根元）を冷やす「クラウン冷
れい

却
きゃく

」

という方法を用いるなど，自然の

めぐみをたくみに利用した農業に

挑戦しています。

　ゆうだい 21は，宇都宮大学で開

発されたお米です。コシヒカリより

も大つぶで，もちもちとした独特の

食感があって，冷めてもおいしいお

米として注目されています。新たな

品種の開発は，農業の発
はっ

展
てん

には欠か

せない要
よう

素
そ

の一つです。

　宇都宮大学では，人が作

業しにくい場所での収穫や

搬
はん

送
そう

を行うことができる農

業用のロボットの開発をし

ています。ロボットの導
どう

入
にゅう

によって，働く人の苦労を

やわらげることが

できます。

新たな挑
ちょう

戦
せん

！

未来に向けた農業への取り組み

─ 自然をうまく生かした農業を目指して ─

─ 大学の研究 ─

宇都宮ブランド農産物

まだまだあるよ！

大
おお

谷
や

夏いちご

農業用ロボットの開発

ゆうだい 21
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▲
高舘山

▲
笠松山

▲
半蔵山

▲
雲雀鳥屋

▲
多気山

▲
鞍掛山

宇都宮城姿  

川

田  

川

あしつぎ

足次
こうやばやし

高谷林

ふじおか

藤岡

   に ら  つか

仁良塚
   ご   り  どう

悟理道

にしおか

西岡

やまざき

山崎

ほそ や

細谷

  え ぐろ

江黒
ろっけん

六軒

0 5km

卍
大谷寺

智賀都神社

鹿沼道

佐

野 

道

羽 

黒 

街 

道

奥

州
街
道

茂木街道

水戸道

真
岡

街
道

日

光

街

道

（
徳
次
郎
）

（
新
里
）

（
岩
原
）

（
金
井
）

（
野
沢
）

（
駒
生
）

（
中
丸
）

（
江
曾
島
）

（
戸
祭
）

N

宝

木

台

地

水さえ引ければ

米が作れる。

米が作れれば，苦しい

生活からぬけ出すことが

できるぞ。

二
に の

宮
み や

尊
そ ん

徳
と く

と宝
た か ら

木
ぎ

用水

先人の知恵

　先人の知恵とは，昔の人たちが社会やくらしをよりよくする

ために生み出した知恵や工夫のことです。今のわたしたちが豊
ゆた

かにくらすことができるのは，地
ち

域
いき

の発
はっ

展
てん

につくした先人たち

の努力があったからです。

　右上の写真には，小さな川が流れていて，「新
しん

川
かわ

」とよばれ

ています。この川は自然にできた川ではなく，今から150年

以上も前に人の手によって作られた「宝木用水」なのです。こ

の「宝木用水（新川）」と右の写真「実る稲
いな

穂
ほ

」は，人々の知

恵と工夫によって深く結びついているのです。

⃝昔の宝木台地

　宇都宮の西側には，宝木台地とよばれる小高い台地が，南北に長

く続いています。かつて，この宝木台地には，水田を作れるほどの

川が流れていませんでした。そのため，草木の生いしげる原野が広

がり，「西
にし

原
はら

」とよばれ，ほとんど人が住まない場所でした。

⃝宝木台地を開く

　今から 300年ほど前，宇都宮藩
はん

は，「西原」を開発して，新たに

田畑を作ることを考えました。この開発に大きな夢
ゆめ

をいだいた人々

がうつり住み，力を合わせて原野を切り開き，血のにじむような苦

労をしながら，畑を広げていきました。やがて数年で，新田十
じゅっ

か村
そん

とよばれる新しい村ができました。

⃝人々の願い

　しかし，村の名前は「新田」でも，水がなくて米を作ることがで

きず，たいへん苦しい生活が長く続きました。

　「一日も早く米を作れるような用水路がほしい。」

　これが，人々の長い間の願いでした。

　村人は，名
な

主
ぬし

を中心に代官所（役所）に工事を願い出たり，みん

なで工事を手
て

伝
つだ

ったり，一
いっ

生
しょう

懸
けん

命
めい

努力したのですが，何度やっても

うまくいかず，生活がますます苦しくなっていきました。

先人の知
ち

恵
え

や工
く

夫
ふ う

▲市内を流れる新川

▲宝木用水と実る稲の風景

▲西原新田十か村位置図

希望をふくらませる農民たち

38

（出典：『宝木用水（新川）物語』）

p39_03

p39_02p39_01

二宮先生もいない

のに，本当に水が

引けるのか。

でも，水がなかっ

たらくらしはます

ます苦しくなるぞ。

分水点
分水点

分水点

分水点

支流

支流

分水点

分水点

支流

支流

地面
地面のけいしゃ

深くほった宝木用水の水面

⃝工事の課題

　当時の技
ぎ

術
じゅつ

では，低い土地を流れる田
た

川
がわ

から，宝木台地に水を引

くことはとてもむずかしいことでした。また，工事を進めるために

は，たくさんの人もお金も必要でした。こまった村人は，二宮尊徳

に相談しました。尊徳は村人の願いを聞き入れ，宝木用水の設
せっ

計
けい

図
ず

をかいてくれました。ところが，設計図をもとに，用水作りを始め

ようとしたとき，尊徳がなくなってしまい，工事も中止されてしま

います。しかし，村人はあきらめることなく努力を続け，尊徳の弟
で

子
し

である吉
き

良
ら

八
はち

郎
ろう

に工事を引きつぐ約束をしてもらいました。また，

苦しい生活の中からお金を出し合い，工事に参加することを固く約

束しました。

⃝夢の実現

　1859年６月３日，ついに宝木用水が完成します。「西原」に初め

てくわを入れてから，くじけることなく努力を重ね，190年もたっ

て，ようやく夢が実現したのです。完成した宝木用水は，地形を生

かした支
し

流
りゅう

が作られ，水をむだにすることなく，かつ公平に利用で

きるような工夫がほどこされています。

⃝現
げん

在
ざい

のすがた

　そして，いつのころからか「新川」という名で親しまれるように

なったこの川は，現在でも，農業用水だけではなく，雨がふったと

きの排
はい

水
すい

路
ろ

としても大切な役わりを果たしています。

　1787 年生まれ。江
え

戸
ど

時代，小
お

田
だ

原
わら

（今の神
か

奈
な

川
がわ

県小田原市）近くの村に

農民の子として生まれました。

　努力と工
く

夫
ふう

がみとめられ，今の栃
とち

木
ぎ

県，茨
いばら

城
き

県，神奈川県などの村々の立

て直しをまかされ，あれた土地を豊か

な農地に変えることに成功し，後に幕
ばく

府
ふ

の役人になりました。

　尊徳の立て直しから学んだ人たちが，

各地で指
し

導
どう

をしたり努力をしたりして，

多くの地
ち

域
いき

の発展につくしていきました。

　二宮尊徳の弟子。尊徳がなくなった

あと，宝木台地に住む人々から，中止

されていた用水作り再
さい

開
かい

の願いを受け

て，宝木用水の完成に力をつくしました。

　ほかにも，桑
くわ

島
じま

（今の桑島町あたり）

に新しい水田を開発することを指導し

ました。

二宮尊徳

吉良八郎の碑
ひ

（桑
くわ

島
じま

町）

◀宝木用水の分水

　の仕方

①用水作りを相談

する農民たち

③ふたたび用水作りを決意する農民たち

②代官所でお願いする名主たち

④宝木用水の工事

（報
ほう

徳
とく

博
はく

物
ぶつ

館
かん

提
てい

供
きょう

）
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つ か む

▲JR宇都宮駅の様子

➡ p.44，45

宇都宮の交通5

わたしたちの生活と産業をささえて

　宇都宮は，昔から多くの人が行き交
か

うまちでした。

交通の発達と宇都宮の発
はっ

展
てん

の関係の歴
れき

史
し

をたどり，

これからの宇都宮について考えていきましょう。

宇都宮の交通について，

話し合ってみましょう。

なぜ宇都宮は多くの人が行き交うまちになったのでしょうか。

学 習 問 題

昔はどんなものを運んでいて，どのような方法

を使っていたの？

宇都宮には，なぜ昔から大きな道が通っていた

の？

宇都宮の交通は，どんなふうに発達してきて，

これからはどうなるの？

東
とう

北
ほく

新
しん

幹
かん

線
せん

L
エルアールティー

RT 東
とう

武
ぶ

宇
う

都
つの

宮
みや

線
せん

J
ジェイアール

R宇
う

都
つの

宮
みや

線
せん

●①

・

・

●②

・

・

●③

・

・

●④

・

・

●①

●③

●②

●④

下の●①～●④は，何の写真で

しょうか ?　名前と番号を

線で結んでみましょう。

▲都心循
じゅん

環
かん

バス「きぶな」

中心市街地において，宇都宮駅を発着とした，

公共施
し

設
せつ

や商業施設などを一周りするバス路線。

観光や市民の足として親しまれています。
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３年  ➡ 社会⃝わたしたちの市や生活の様子のうつりかわり

4年  ➡ 社会⃝わたしたちの栃木県

5年  ➡ 社会⃝工業生産を支える輸送と貿易

白
河

宇
都
宮

奥
州
道
中

日
光
道
中日

光

高
崎

小
田
原

箱
根

江
戸大月甲府下

諏
訪

塩
尻

じょう    か     まち

主な城下町

その他の要地

主な関所
せき  しょ

し
ら 

か
わ

に
っ 

こ
う

た
か 

さ
き

し
お 

じ
り

し
も  

す    

わ お    

だ  

わ
ら

は
こ  

ね

こう  ふ
おお  つき

馬

駕籠
か   ご

宇都宮の道の歴史

1 江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

が必要とした街
かい

道
どう

のまち

　江戸時代，江戸を起点に５つの街道が整
せい

備
び

されま

した。そのうち，江戸と日
にっ

光
こう

を結ぶ「日
にっ

光
こう

道
どう

中
ちゅう

」，江

戸と東
とう

北
ほく

を結ぶ「奥
おう

州
しゅう

道
どう

中
ちゅう

」があり，２つの街道の

分
ぶん

岐
き

点
てん

が宇都宮にありました。そのため，多くの人や

ものが行き交い，宇都宮は交通上・軍事上の重要地

点として考えられました。宇都宮を通っていた「日

光道中」と「奥州道中」を元に，現
げん

在
ざい

の主要な国道

が作られ，さらに宇都宮は発展していきました。

現代の宇都宮の道路（昭
しょう

和
わ

～平
へい

成
せい

）

1東北自動車道の完成

　1972（昭和47）年に東北自動車道が埼
さい

玉
たま

県の岩
いわ

槻
つき

と宇都宮の間で開通し，物流などの運送のスピード

が飛
ひ

躍
やく

的
てき

に向上しました。

2北関
かん

東
とう

自動車道の完成

　2011（平成23）年には北関東自動車道が全面開通

し，南北と東西の高速道路が交わって，人やものの

交流がますますさかんになりました。

3 宮
みや

環
かん

の完成

　市街地を一周する「宇都宮環
かん

状
じょう

道
どう

路
ろ

（通
つう

称
しょう

：宮
みや

環
かん

）」が，

1996（平成8）年に完成しました。

調 べ る

　宇都宮の交通の発達について調べよう。

▲江戸時代の五街道の中の宇都宮

駕
か

籠
ご

飛
ひ

脚
きゃく

馬

▲江戸時代の運送手段

関連する

単元だよ

宮環ができたことで宇都宮のまちはどんなふう

に変わったのかな？
▲宇都宮市の鉄道や道路

日
光
宇
都
宮
道
路

宇
都
宮
環
状
道
路

（
宮
環
）

東
武
宇
都
宮
線

国
道
4
号

東
北
新
幹
線

日
光
街
道

国
道

4
号

J
R
宇
都
宮
線

新
国
道
4
号

国
道
408
号

国道119号 東
北
自
動
車
道

東
北
自
動
車
道

国
道
29
3号

国
道
29
3号

国道 123号

国道 121号

北関東自動車道

北
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開通したとき，大宮と宇都宮の間は４時間くら

いかかったそうだよ。

東京駅から宇都宮駅まで東北新幹線で約50分

くらいかかるよ。

▲初代東北新幹線の車両200系
けい

▲JR宇都宮線（東北本線）

▲東武宇都宮線

▲LRTのイメージ

LRTは Light Rail Transit（ライトレール

トランジット）のことで，昔ながらの路面

電車とはちがい，最新の技
ぎ

術
じゅつ

が反
はん

映
えい

された

次世代型の路面電車です。宇都宮市の東西

方向の公共交通の軸
じく

となるLRTを導
どう

入
にゅう

し，

現在のバス路線も便利にすることで，だれ

もが移
い

動
どう

しやすいまちを目指しています。

宇都宮の鉄道

1 東
とう

北
ほく

本
ほん

線
せん

の開通

　1885（明
めい

治
じ

18）年に，大
おお

宮
みや

から宇都宮まで鉄道が開

通し，宇都宮駅も開業しました。その後，1890（明治

23）年に日
にっ

光
こう

への路線が開通し，1891（明治24）年には，

現在の東北本線の上
うえ

野
の

〜青
あお

森
もり

間が全線開通しました。

2念願の東北新
しん

幹
かん

線
せん

開通

　1982（昭
しょう

和
わ

57）年，大宮〜盛
もり

岡
おか

間で東北新幹線が

開業しました。1991（平
へい

成
せい

３）年には，東北新幹線の

東
とう

京
きょう

駅乗り入れにより，交通がさらに便利になりま

した。

3宇都宮市と栃
とち

木
ぎ

市を結ぶ東
とう

武
ぶ

宇
う

都
つの

宮
みや

線
せん

　宇都宮が関東北部におけるビジネスや商業の拠
きょ

点
てん

であることや，東武宇都宮駅がターミナルデパート

と直結していることなどから，主に通
つう

勤
きん

通学利用や

買い物での利用が多いのが特
とく

徴
ちょう

です。

　Ｊ
ジェイアール

Ｒ東
ひがし

日
に

本
ほん

の「宇
う

都
つの

宮
みや

線
せん

」が東北本線の愛
あい

称
しょう

であ

るのに対し，「東武宇都宮線」は正式な線路名称で，

宇都宮市の中心部と壬
み

生
ぶ

町・栃木市をつなぐ路線で

す。

➡ p.9

次
じ

世
せ

代
だい

型
がた

路面電車システム

L
エル

R
アール

T
ティー
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　宇都宮の交通について考えてみましょう。

ひ ろ げ る

宇都宮は，昔から

人やものがたくさん

行き交
か

ってきたんだね。

宇都宮の交通について調べたことをまとめてみましょう。

ま と め る

　鉄道では，蒸
じょう

気
き

機
き

関
かん

車
しゃ

から電車・新幹線へ，道路では，馬が自動

車にかわり，国道や高速道路などが整
せい

備
び

されました。交通の発達に

より産業は発
はっ

展
てん

し，わたしたちの生活は便利になっていきました。

　交通の発達は宇都宮の発展に大きな役わりを果たし，わたしたち

のくらしに欠かせないものになっています。こうした交
こう

通
つう

網
もう

の整備

に力をつくしてきた人びとの苦労を思い，未来のまちづくりを考え

ていきましょう。
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人と物が行き交
か

う

大
お お

谷
や

石
い し

の輸
ゆ

送
そ う

のうつりかわり

⃝馬から人
じん

車
しゃ

軌
き

道
どう

へ

　1896（明
めい

治
じ

29）年には，大谷石の輸送量拡
かく

大
だい

を目的に，宇都宮

軌
き

道
どう

運
うん

輸
ゆ

株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

が設
せつ

立
りつ

され，人車軌道
※１
が建

けん

設
せつ

されました。人

車軌道が建設されると，馬や馬車と比
くら

べて，多くの大谷石を運ぶこ

とができました。1903（明治36）年には，現
げん

在
ざい

の鶴
つる

田
た

駅まで人車

軌道がのばされ，鉄道を使って大谷石がいろいろなところへ運ばれ

るようになりました。

⃝人車軌道から軽
けい

便
べん

鉄
てつ

道
どう

へ

　首
しゅ

都
と

圏
けん

を中心に都市が整
せい

備
び

されると，大谷石がますます求められ

るようになりました。人車軌道の貨車が足りないため，集石場のあ

る荒
あら

針
はり

駅
※２
では運びきれずに，出荷する大谷石がたまってしまい

ました。こうした状
じょう

況
きょう

を改
かい

善
ぜん

するために，1913（大
たい

正
しょう

2）年に荒針

駅から鶴田駅まで石材用の軽便鉄道が作られました。これにより，

蒸
じょう

気
き

機
き

関
かん

車
しゃ

で大量の大谷石を運ぶことができるようになりました。

1931（昭
しょう

和
わ

6）年になると，宇
う

都
つの

宮
みや

石
せき

材
ざい

軌
き

道
どう

株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

は東
とう

武
ぶ

鉄
てつ

道
どう

株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

に合
がっ

併
ぺい

されて，軽便鉄道は東武鉄道大谷軽便線となり，さらに

西
にし

川
かわ

田
だ

駅まで路線はのびていきました。

⃝軽便鉄道からトラック輸送へ

　1930年代になると，石材の輸送は少しずつトラック輸送にか

わっていきました。大谷石を運んでいた人車軌道の路線はしだいに

縮
しゅく

小
しょう

していきました。1964（昭和39）年には，大谷軽便線も全て

廃
はい

線
せん

となり，ほとんどの輸送手段がトラックとなりました。

　大谷石の本
ほん

格
かく

的
てき

な採
さい

掘
くつ

は，江
え

戸
ど

時代から始まったと言われ

ています。採掘された大谷石は，はじめは馬で運ばれ鬼
き

怒
ぬ

川
がわ

の水運で江戸まで運ばれていました。やがて，大谷石はさま

ざまな輸送手
しゅ

段
だん

で運ばれるようになりました。

　石材として軽くて，加工しやすく，火に強い大谷石は，住
じゅう

宅
たく

やくら，倉庫などさまざまな建
けん

築
ちく

物
ぶつ

に使われるようになり，

宇都宮市内だけではなく，多くの地
ち

域
いき

に出荷されるようにな

りました。ここでは，大谷石の輸
ゆ

送
そう

について見ていきましょう。

※１　人が客車や貨車をおす鉄道。宇都宮では，

大谷石や人を運ぶときに多く用いられた。

※２　荒針駅は，現在の城
しろ

山
やま

地区市民センター付

近にあった。

▲人車軌道貨車（大谷石材協同組合蔵
ぞう

）

▲軽便鉄道の蒸
じょう

気
き

機
き

関
かん

車
しゃ

　（大谷石材協同組合蔵）

▲大谷石輸送駅構
こう

内
ない

の様子

　（大谷石材協同組合蔵）

鉄道からトラック輸送にか

わったのは，トラックのほ

うが石材を積み直す回数が

少ないから，石をいためず

に運べたからなんだって。

今の大
おお

谷
や

街
かい

道
どう

に人車が

走っていたんだね。

人車軌道や軽便鉄道の様子

を動画で確認してみよう➡

先人の知
ち

恵
え

や工
く

夫
ふ う

44

うつのみや

　1885（明治18）年7月16日，日

本初の私鉄である日
にっ

本
ぽん

鉄
てつ

道
どう

が大
おお

宮
みや

か

ら宇都宮まで延
えん

伸
しん

されて宇都宮駅が

開業，そして駅弁が発売されまし

た。この日，宇都宮の旅館・白
しろ

木
き

屋
や

が，竹皮に包まれたおにぎりを販
はん

売
ばい

。

梅干
ぼ

し入りのおにぎり２個
こ

にごま塩

をふりかけ，たくあん二切れといっ

しょに竹の皮に包んで販売されたと

いうことです。

　江戸時代に，東
とう

北
ほく

地
ち

方
ほう

と江戸を結ぶ物流のルートとして鬼怒

川の水運が整備されました。水上交通がさかんになり，数多く

の河
か

岸
し

（川の港）が作られました。鬼怒川ぞいには阿
あ

久
く

津
つ

，板
いた

戸
ど

，道
どう

場
じょう

宿
じゅく

，鐺
こて

山
やま

，石
いし

井
い

，桑
くわ

島
じま

などに河岸が作られ，たいへん

にぎわいました。

　積み荷は，木材・米・薪
しん

炭
たん

・タバコ・真
ま

岡
おか

木
も

綿
めん

・大
だい

豆
ず

・小
あ ず き

豆

などの生活物
ぶっ

資
し

が中心でした。江戸からの帰りの荷は，塩・茶・

小間物・鉄
てつ

製
せい

品
ひん

（くわ，かま，刃
は

物
もの

類）・肥
ひ

料
りょう

などでした。江

戸との交流により江戸の文化が持ちこまれて定着し，河岸を中

心とした文化が栄えました。

　舟
ふね

の物流で栄えた河岸は，明治以
い

降
こう

，鉄道が発
はっ

展
てん

していくに

つれ徐
じょ

々
じょ

にすがたを消していきました。最初に開通した北へ直

進する鉄道のルートが，たび重なる鬼怒川の洪
こう

水
ずい

によって運行

中止が続いたため，1897（明治30）年，宇都宮駅を出ると北

東にカーブする現在のルートに変
へん

更
こう

になりました（岡
おか

本
もと

駅と氏
うじ

家
いえ

駅が開業，古
ふる

田
た

駅と長
なが

久
く

保
ぼ

駅が廃
はい

止
し

）。

　こういった鬼怒川と鉄道との関係にも，宇都宮の交通を便利

にしていくための，当時の人たちの苦労を知ることができます。

宇都宮と駅
えき

弁
べん

『郷
きょう

愁
しゅう

の野
や

州
しゅう

鉄道』大
おお

町
まち

雅
まさ

美
み

東
とう

北
ほく

本
ほん

線
せん

など幹
かん

線
せん

にとどまらず人車，軌道，未完

の計画線にもはば広くスポットを当て，県内鉄道

の全
ぜん

貌
ぼう

を明らかにします。なつかしい写真，地図

をはじめ時
じ

刻
こく

表
ひょう

，切
きっ

符
ぷ

など資
し

料
りょう

多数。

参

考
にしましょ

う

本

物流を支
さ さ

えた鬼怒川の水運
➡ p.59

▶板戸河岸のあと

にある川の一
いち

里
り

塚
づか

（野
の

澤
ざわ

崇
たか

晶
あき

家
け

文
もん

書
じょ

）

45

１

宇
都
宮
の
自
然
と
交
通

─
●❺
宇
都
宮
の
交
通


