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は
じ
め
に

静
岡
県
博
物
館
協
会
に
「
災
害
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
が
設
置
さ

れ
た
の
は
平
成
15
年
度
で
あ
る
。
そ
の
間
の
経
緯
と
平
成
15
年
度
の
活
動
に

つ
い
て
は
、
本
紀
要
の
前
号
に
掲
載
し
て
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
平
成
16
年
度

の
事
業
概
要
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
活
動
し
て

く
れ
た
方
々
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

平
成
16
年
度
関
連
事
業

（1）
チ　
ェ　
ッ　
ク　
シ　
ー　
ト　
の
配
布
と
自
主
分
析
５
月

総
会　（
静
岡
県
立
美
術
館
）

（2）
講
演
と
質
疑
応
答
　
　
　
　
　
　
９
月　
（
静
岡
県
地
震
防
災
セ
ン
タ
ー
）

（3）
災
害
対
策
講
習
会
（
西
部
）

12
月
（
浜
松
）

（4）
災
害
対
策
講
習
会
（
東
部
）

平
成
17
年
３
月
（
熱
海
）

（5）
新
潟
県
中
越
地
震
被
災
博
物
館
現
地
調
査
　

平
成
17
年
１
月
（
新
潟
県
十
日
町
市
、
長
岡
市
）

１
、
地
震
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て

清
水
秀
男
（
熱
川
バ
ナ
ナ
ワ
ニ
園
）

県
博
協
で
地
震
対
策
の
話
が
出
た
時
、
私
は
１
９
７
８
年
の
伊
豆
大
島
近

海
沖
地
震
を
現
在
の
職
場
で
体
験
し
た
話
を
引
き
合
い
に
、
被
災
し
た
美
術

品
の
レ
ス
キ
ュ
ー
な
ど
よ
り
来
館
者
の
安
全
確
保
の
方
が
最
優
先
課
題
だ
と

力
説
し
た
。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
私
も
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
一
員
に
任

命
さ
れ
た
の
だ
が
、
当
初
、
他
の
メ
ン
バ
ー
は
私
共
が
炊
き
出
し
を
し
た
り
、

非
常
食
を
備
蓄
し
て
い
る
と
い
う
話
を
遠
い
所
の
話
と
し
て
聞
い
て
い
た
よ

う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
昨
年
８
月
旧
盆
の
豪
雨
で
、
伊
豆
が
陸
の
孤
島
と
な

り
、
実
際
に
キ
ャ
ン
プ
場
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
達
や
、
駅
で
身
動
き
の
取

れ
な
く
な
っ
た
人
達
を
保
護
し
た
り
、
非
常
食
を
配
布
し
た
こ
と
で
、
私
の

体
験
談
が
現
代
に
も
通
用
す
る
事
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
10
月
の
中
越
地
震
で
あ
る
。
こ
の
災
害
で
は
盛
ん
に
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
の
確
保
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
が
、
電
気
、
水
道
、
ガ
ス
、
電
話
等

が
復
旧
し
な
い
限
り
、
被
災
者
保
護
が
優
先
さ
れ
て
美
術
品
等
の
レ
ス
キ
ュ

ー
は
現
実
的
に
難
し
い
と
い
う
事
を
皆
さ
ん
認
識
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

伊
豆
は
こ
の
10
月
、
22
号
台
風
の
直
撃
を
受
け
、
バ
ス
、
鉄
道
は
全
て
ス

ト
ッ
プ
し
、
熱
海
の
よ
う
な
交
通
の
要
衝
に
位
置
す
る
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
で
す

ら
、
足
止
め
を
く
っ
た
来
館
者
の
対
応
に
追
わ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
組
織
さ
れ
て
２
年
足
ら
ず
の
間
に
、
我
々

は
想
像
を
絶
す
る
自
然
災
害
を
何
度
も
体
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結

果
、
私
が
提
唱
し
た
「
災
害
か
ら
お
客
様
を
守
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
重
要

性
を
委
員
の
皆
さ
ん
が
第
一
義
的
に
考
え
て
下
さ
る
よ
う
に
な
り
、
私
の
ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
の
仕
事
は
一
段
落
し
た
の
か
な
と
い
う
の
が
今
の
心

境
で
あ
る
。
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２
、
災
害
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
感
想

荻
原
美
広
（
奇
石
博
物
館
）

博
物
館
が
自
然
災
害
に
対
す
る
備
え
を
ど
の
様
に
対
応
す
る
の
か
。
複
数

の
選
択
肢
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
資
金
力
と
人
力
に
制
約
さ
れ
た
中

で
の
対
策
に
な
る
が
、
そ
の
ス
タ
ー
ト
と
し
て
職
員
の
意
識
が
ど
の
よ
う
で

あ
る
か
が
そ
の
後
の
対
応
の
違
い
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
博
物
館
災
害
対
策
ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
た
こ
と
で
こ
の
”　災
害
に
対
す
る
意
識
“　を
啓

発
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
以
下
の
４
項
目
に

つ
い
て
強
く
意
識
す
る
事
に
な
っ
た
。

１
、
消
極
的
に
な
る
状
況
を
見
直
す
良
い
機
会
に
な
っ
た
事

２
、
常
に
災
害
に
対
す
る
意
識
を
喚
起
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

３
、
身
近
な
出
来
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
の
大
切
さ

４
、
博
物
館
相
互
の
応
援
連
携
に
つ
い
て
、
ど
の
様
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
、

障
害
な
の
か
を
探
る
こ
と
が
出
来
た
事

１
項
目
に
つ
い
て
は
、
日
々
の
博
物
館
業
務
に
流
さ
れ
る
な
か
で
展
示
や

調
査
研
究
、
普
及
事
業
な
ど
博
物
館
と
し
て
外
向
け
の
顔
に
な
る
事
業
と
は

対
照
的
な
内
向
き
の
活
動
は
後
回
し
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
防
災
対
策
は

そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
安
全
安
心
が
空
気
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て

い
る
日
々
の
博
物
館
活
動
の
中
で
、
ヒ
ト
は
自
然
災
害
に
対
し
て
か
弱
い
存

在
で
あ
り
、
故
に
”　備
え
“　と
い
う
唯
一
事
前
に
出
来
る
こ
と
を
積
極
的
に
行

う
事
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
事
を
私
自
身
が
再
認
識
し
、
こ
の
メ
ッ
セ
ジ
ー

を
館
員
全
員
へ
発
信
で
き
た
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
認
識
を
周
り
の
館
員
へ
広

げ
て
ゆ
く
た
め
の
方
策
を
考
え
る
と
と
も
に
、
い
つ
発
生
す
る
か
分
か
ら
な

い
災
害
に
は
対
策
意
識
を
維
持
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は

ど
の
よ
う
な
館
員
教
育
が
必
要
な
の
か
と
い
う
２
項
目
を
強
く
意
識
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
３
項
目
と
し
て
、
具
体
的
な
対
応
に
な
る
と
直
ぐ
に
資
金
と

い
う
問
題
で
つ
ま
ず
き
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
う
現
状
の
中
で
、
身
近
に
出
来

る
こ
と
か
ら
始
め
些
細
な
こ
と
で
も
実
行
し
て
行
こ
う
と
い
う
動
き
が
始
ま

っ
た
。
少
な
く
と
も
動
き
出
し
た
こ
と
で
館
が
抱
え
て
い
る
災
害
対
策
の
弱

点
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

更
に
最
も
大
き
い
成
果
は
、
館
が
孤
立
し
て
行
う
災
害
対
策
に
は
限
界
が

あ
る
中
で
館
相
互
の
援
助
協
力
に
つ
い
て
端
緒
が
開
け
た
こ
と
。
こ
れ
は
各

館
の
災
害
対
策
担
当
者
に
と
っ
て
は
勇
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

博
物
館
相
互
の
援
助
連
携
に
つ
い
て
は
設
置
主
体
者
の
違
い
や
行
政
法
規
な

ど
に
よ
り
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
話
し
合
い

の
テ
ー
ブ
ル
が
出
来
た
と
い
う
事
は
今
後
へ
繋
が
る
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

阪
神
淡
路
大
震
災
や
中
越
大
震
災
を
始
め
と
す
る
近
年
の
天
災
報
道
の
中
で

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
温
か
い
希
望
の
光
で
あ
り
博
物
館
相
互
が
援
助
し
あ

え
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
人

命
・
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
・
財
産
が
優
先
さ
れ
る
中
で
文
化
財
に
目
を
と
め
て
お

く
関
係
者
が
存
在
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

３
、
災
害
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て

田
中
之
博
（
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
）

阪　
神　
・　
淡　
路　
大　
震　
災　
後　
、　
自　
館　
で　
は　
そ　
の　
教　
訓　
を　
活　
か　
し　
た　
免　
震　
装　
置　
の　
導　
入　

や　
収　
蔵　
庫　
内　
の　
資　
料　
管　
理　
、　
展　
示　
備　
品　
等　
の　
改　
善　
な　
ど　
の　
対　
策　
を　
講　
じ　
て　
き　
た　
。　

し　
か　
し　
、　
ほ　
ん　
と　
う　
に　
こ　
れ　
で　
大　
丈　
夫　
な　
の　
か　
ど　
う　
か　
と　
不　
安　
を　
感　
じ　
て　
い　
た　
矢　

先　
、　
静　
岡　
県　
立　
美　
術　
館　
の　
飯　
田　
氏　
か　
ら　
県　
博　
協　
の　
災　
害　
対　
策　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　

プ　
へ　
の　
参　
加　
の　
お　
誘　
い　
を　
い　
た　
だ　
い　
た　
。　
東　
海　
大　
地　
震　
の　
発　
生　
が　
叫　
ば　
れ　
て　
か　
ら　

久　
し　
い　
が　
、　
各　
博　
物　
館　
園　
が　
ど　
の　
よ　
う　
な　
対　
策　
を　
ど　
の　
よ　
う　
に　
講　
じ　
て　
い　
る　
の　
か　

な　
ど　
の　
情　
報　
を　
得　
た　
か　
っ　
た　
こ　
と　
も　
あ　
り　
、　
早　
速　
参　
加　
の　
お　
許　
し　
を　
い　
た　
だ　
く　
べ　

く　
連　
絡　
を　
と　
っ　
た　
。　
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ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　
で　
の　
活　
動　
は　
、　
主　
に　
博　
物　
館　
資　
料　
の　
保　
全　
対　
策　
、　
地　
域　

に　
点　
在　
す　
る　
文　
化　
財　
対　
策　
を　
検　
討　
す　
る　
こ　
と　
だ　
っ　
た　
。　
な　
か　
で　
も　
自　
館　
の　
資　
料　
保　

全　
の　
在　
り　
方　
を　
元　
に　
し　
た　
チ　
ェ　
ッ　
ク　
表　
作　
り　
は　
、　
不　
安　
を　
抱　
い　
て　
い　
た　
自　
分　
に　
と　

っ　
て　
内　
容　
を　
見　
直　
す　
好　
機　
と　
な　
り　
、　
実　
際　
に　
災　
害　
対　
策　
資　
材　
の　
メ　
ン　
テ　
ナ　
ン　
ス　
不　

備　
な　
ど　
を　
再　
認　
識　
で　
き　
、　
大　
変　
有　
り　
難　
か　
っ　
た　
。　
ま　
た　
、　
地　
域　
文　
化　
財　
対　
策　
で　
は　
、　

検　
討　
し　
た　
内　
容　
を　
地　
元　
に　
持　
ち　
帰　
り　
、　
は　
じ　
め　
て　
具　
体　
的　
な　
対　
応　
策　
を　
地　
元　
行　
政　

の　
管　
轄　
担　
当　
者　
と　
話　
し　
合　
う　
こ　
と　
が　
で　
き　
、　
自　
館　
の　
よ　
う　
な　
私　
立　
美　
術　
館　
で　
も　
行　

政　
と　
タ　
イ　
ア　
ッ　
プ　
し　
て　
地　
域　
の　
文　
化　
財　
対　
策　
を　
共　
に　
進　
め　
る　
道　
筋　
を　
模　
索　
す　
る　
こ　

と　
が　
で　
き　
た　
こ　
と　
は　
有　
益　
で　
あ　
っ　
た　
。　

全　
体　
討　
議　
で　
は　
危　
機　
管　
理　
や　
「　
観　
測　
情　
報　
」　「　
注　
意　
情　
報　
」　「　
予　
知　
情　
報　
」　
な　
ど　

新　
し　
い　
注　
意　
情　
報　
へ　
の　
対　
応　
、　
開　
館　
時　
に　
お　
け　
る　
来　
館　
者　
の　
安　
全　
確　
保　
、　
災　
害　
避　

難　
民　
へ　
の　
対　
応　
、　
文　
化　
財　
関　
係　
の　
Ｎ　
Ｐ　
Ｏ　
や　
団　
体　
・　
企　
業　
と　
の　
連　
携　
協　
力　
、　
ボ　
ラ　

ン　
テ　
ィ　
ア　
へ　
の　
対　
応　
な　
ど　
様　
々　
な　
諸　
問　
題　
が　
提　
起　
さ　
れ　
、　
そ　
の　
対　
策　
は　
ど　
の　
博　
物　

館　
園　
も　
十　
分　
と　
は　
い　
え　
な　
い　
現　
状　
で　
あ　
る　
こ　
と　
を　
知　
っ　
た　
。　
公　
共　
施　
設　
と　
し　
て　
文　

化　
財　
を　
一　
般　
に　
公　
開　
し　
て　
い　
る　
以　
上　
、　
こ　
の　
よ　
う　
な　
災　
害　
に　
対　
応　
す　
る　
義　
務　
と　
責　

任　
は　
重　
大　
で　
あ　
る　
こ　
と　
を　
改　
め　
て　
認　
識　
で　
き　
た　
こ　
と　
は　
、　
美　
術　
館　
運　
営　
業　
務　
全　
般　

に　
わ　
た　
っ　
て　
従　
事　
す　
る　
自　
分　
に　
と　
っ　
て　
大　
変　
有　
意　
義　
な　
こ　
と　
で　
あ　
っ　
た　
。　
そ　
う　
し　

た　
中　
で　
起　
き　
た　
昨　
年　
の　
風　
雨　
災　
害　
や　
新　
潟　
県　
中　
越　
地　
震　
は　
、　
要　
求　
さ　
れ　
る　
災　
害　
対　

策　
の　
多　
様　
さ　
を　
身　
近　
に　
感　
じ　
、　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　
で　
検　
討　
し　
て　
い　
た　
こ　
と　
の　

重　
要　
性　
を　
ま　
ざ　
ま　
ざ　
と　
見　
せ　
つ　
け　
ら　
れ　
た　
出　
来　
事　
で　
あ　
っ　
た　
。　と　
ま　
れ　
一　
つ　
の　
館　
、　

団　
体　
で　
は　
不　
可　
能　
な　
こ　
と　
を　
相　
互　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
を　
通　
し　
て　
共　
に　
協　
力　
し　
助　
け　
合　

っ　
て　
可　
能　
へ　
と　
導　
い　
て　
い　
く　
・　
・　
・　
。　
県　
博　
協　
の　
こ　
う　
し　
た　
活　
動　
は　
、　
ま　
さ　
に　
緒　

に　
就　
い　
た　
ば　
か　
り　
だ　
が　
、　
今　
後　
更　
に　
重　
要　
か　
つ　
意　
義　
あ　
る　
活　
動　
と　
な　
っ　
て　
い　
く　
と　

実　
感　
し　
て　
い　
る　
。　

４
、
災
害
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て

今
田
　
徹
（
浜
松
市
美
術
館
）

東　
海　
地　
震　
の　
発　
生　
が　
叫　
ば　
れ　
て　
長　
い　
年　
月　
が　
経　
っ　
た　
。　
そ　
の　
間　
に　
阪　
神　
・　
淡　
路　

大　
震　
災　
、　
日　
本　
海　
中　
部　
地　
震　
、　
新　
潟　
県　
中　
越　
地　
震　
が　
起　
き　
た　
。　
他　
に　
も　
、　
津　
波　
・　

噴　
火　
・　
台　
風　
・　
火　
災　
と　
自　
然　
が　
も　
た　
ら　
す　
災　
害　
に　
毎　
年　
多　
く　
の　
被　
害　
が　
出　
て　
い　

る　
。　
博　
物　
館　
施　
設　
の　
防　
災　
対　
策　
は　
、　
現　
在　
に　
至　
る　
ま　
で　
徐　
々　
に　
準　
備　
を　
進　
め　
て　
い　

た　
わ　
け　
で　
あ　
る　
が　
、　
や　
は　
り　
充　
分　
と　
は　
い　
え　
な　
い　
こ　
と　
を　
今　
回　
の　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
を　

通　
じ　
て　
感　
じ　
て　
い　
る　
。　
災　
害　
に　
対　
し　
て　
美　
術　
館　
と　
し　
て　
思　
案　
し　
準　
備　
し　
な　
け　
れ　
ば　

い　
け　
な　
い　
こ　
と　
は　
、　
注　
意　
情　
報　
で　
の　
対　
応　
、　
開　
館　
時　
の　
入　
館　
者　
の　
安　
全　
確　
保　
、　
災　

害　
避　
難　
民　
へ　
の　
対　
応　
、　
博　
物　
館　
資　
料　
の　
保　
全　
、　
他　
機　
関　
と　
の　
連　
携　
、　
ボ　
ラ　
ン　
テ　
ィ　

ア　
へ　
の　
対　
応　
と　
、　
次　
々　
と　
出　
て　
く　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
館　
運　
営　
費　
の　
削　
減　
に　
よ　
り　
防　
災　

対　
策　
費　
に　
多　
く　
の　
予　
算　
を　
割　
け　
な　
い　
現　
状　
に　
よ　
り　
、　
前　
向　
き　
に　
対　
応　
で　
き　
な　
い　
実　

態　
と　
と　
も　
に　
、　
東　
海　
地　
震　
の　
想　
定　
被　
害　
が　
格　
段　
に　
大　
き　
い　
こ　
と　
に　
よ　
る　
諦　
観　
や　
地　

震　
予　
知　
の　
可　
能　
性　
の　
高　
い　
こ　
と　
に　
よ　
る　
安　
心　
感　
が　
、　
博　
物　
館　
関　
係　
者　
の　
意　
識　
の　
中　

に　
広　
が　
っ　
て　
い　
る　
と　
感　
じ　
る　
こ　
と　
も　
あ　
っ　
た　
。　
博　
物　
館　
は　
、　
貴　
重　
な　
資　
料　
を　
扱　
っ　

て　
い　
る　
こ　
と　
や　
集　
客　
を　
目　
的　
と　
す　
る　
施　
設　
で　
あ　
る　
。　
そ　
し　
て　
、　
そ　
の　
こ　
と　
が　
、　
内　

外　
に　
東　
海　
地　
震　
の　
恐　
れ　
や　
施　
設　
の　
地　
震　
対　
策　
の　
現　
状　
な　
ど　
を　
公　
開　
す　
る　
こ　
と　
の　
抵　

抗　
と　
な　
っ　
て　
い　
る　
こ　
と　
も　
事　
実　
で　
あ　
ろ　
う　
。　

災　
害　
対　
策　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　
と　
し　
て　
の　
活　
動　
は　
、　
特　
に　
、　
災　
害　
発　
生　
か　
ら　

あ　
る　
程　
度　
の　
時　
間　
経　
過　
し　
た　
時　
の　
想　
定　
や　
災　
害　
時　
に　
帰　
宅　
で　
き　
な　
い　
観　
光　
客　
（　
災　

害　
避　
難　
民　
）　
へ　
の　
対　
応　
、　
災　
害　
ボ　
ラ　
ン　
テ　
ィ　
ア　
と　
し　
て　
館　
へ　
訪　
れ　
る　
他　
県　
の　
人　
々　

へ　
の　
対　
応　
な　
ど　
多　
く　
の　
見　
落　
と　
し　
が　
ち　
な　
視　
点　
か　
ら　
災　
害　
対　
策　
を　
検　
討　
す　
る　
こ　
と　

が　
で　
き　
、　
大　
変　
意　
義　
深　
い　
も　
の　
で　
あ　
っ　
た　
。　
ま　
た　
、　
こ　
の　
機　
会　
を　
通　
し　
て　
博　
物　
館　

に　
か　
か　
わ　
り　
の　
あ　
る　
業　
者　
の　
方　
や　
愛　
知　
県　
の　
博　
物　
館　
協　
会　
の　
方　
な　
ど　
と　
交　
流　
す　
る　

こ　
と　
が　
で　
き　
、　
想　
定　
範　
囲　
が　
広　
域　
な　
東　
海　
地　
震　
に　
対　
し　
て　
さ　
ら　
に　
広　
い　
視　
野　
で　
情　

報　
交　
換　
や　
活　
動　
を　
広　
め　
て　
い　
く　
必　
要　
性　
を　
感　
じ　
た　
。　

浜　
松　
市　
は　
、　
太　
平　
洋　
戦　
争　
に　
お　
い　
て　
壊　
滅　
的　
な　
被　
害　
を　
受　
け　
、　
多　
く　
の　
人　
命　
と　

文　
化　
財　
を　
失　
っ　
た　
。　
そ　
の　
戦　
災　
に　
よ　
っ　
て　
損　
失　
し　
た　
も　
の　
が　
、　
あ　
ま　
り　
に　
尊　
い　
も　

の　
で　
あ　
っ　
た　
こ　
と　
を　
実　
感　
し　
て　
い　
る　
。　人　
命　
が　
第　
一　
で　
あ　
る　
の　
は　
当　
然　
で　
あ　
る　
が　
、　
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後　
世　
に　
残　
す　
べ　
き　
貴　
重　
な　
資　
料　
を　
未　
来　
の　
財　
産　
と　
し　
て　
、　
残　
す　
こ　
と　
の　
重　
要　
性　
も　

博　
物　
館　
職　
員　
と　
し　
て　
再　
認　
識　
し　
た　
。　

５
、
災
害
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
今
後
の
方
向
性

飯
田
　
真
（
静
岡
県
立
美
術
館
）

２　
０　
０　
３　
年　
に　
発　
足　
し　
た　
静　
岡　
県　
博　
物　
館　
協　
会　
災　
害　
対　
策　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　

プ　
。　
初　
年　
度　
は　
、　
メ　
ン　
バ　
ー　
が　
来　
る　
べ　
き　
東　
海　
地　
震　
の　
確　
か　
な　
情　
報　
を　
得　
る　
と　
こ　

ろ　
か　
ら　
始　
ま　
っ　
た　
。　
い　
ろ　
い　
ろ　
な　
と　
こ　
ろ　
か　
ら　
最　
新　
の　
情　
報　
を　
得　
る　
に　
従　
い　
、　
き　

っ　
と　
近　
い　
う　
ち　
に　
起　
こ　
る　
と　
確　
信　
し　
た　
。　
少　
な　
く　
と　
も　
起　
こ　
る　
こ　
と　
を　
前　
提　
と　
し　

た　
対　
策　
を　
講　
ず　
る　
必　
要　
性　
が　
あ　
る　
と　
痛　
感　
し　
た　
。　
そ　
し　
て　
、　
２　
０　
０　
４　
年　
、　
相　
次　

ぐ　
台　
風　
被　
害　
や　
新　
潟　
県　
中　
越　
地　
震　
、　
年　
末　
に　
は　
ス　
マ　
ト　
ラ　
沖　
地　
震　
に　
よ　
る　
津　
波　
被　

害　
な　
ど　
世　
界　
的　
な　
災　
害　
の　
年　
と　
な　
っ　
た　
。　
次　
は　
・　
・　
・　
。　
と　
気　
が　
引　
き　
締　
ま　
る　
思　

い　
が　
す　
る　
と　
同　
時　
に　
、　
こ　
の　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　
が　
何　
か　
役　
に　
立　
て　
る　
の　
か　
と　

い　
う　
不　
安　
も　
出　
て　
き　
た　
。　

結　
論　
か　
ら　
言　
う　
と　
、　
災　
害　
対　
策　
に　
完　
全　
な　
マ　
ニ　
ュ　
ア　
ル　
な　
ど　
な　
い　
。　
災　
害　
の　
規　

模　
や　
被　
災　
の　
状　
況　
は　
一　
様　
で　
は　
な　
い　
か　
ら　
で　
あ　
る　
。　
こ　
の　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　

に　
基　
本　
的　
マ　
ニ　
ュ　
ア　
ル　
や　
指　
針　
の　
よ　
う　
な　
も　
の　
を　
求　
め　
ら　
れ　
て　
も　
、　
そ　
れ　
は　
無　
理　

で　
あ　
る　
。　
逆　
に　
そ　
う　
い　
う　
も　
の　
に　
頼　
ろ　
う　
と　
す　
る　
姿　
勢　
は　
危　
険　
と　
も　
い　
え　
る　
。　

や　
は　
り　
災　
害　
対　
策　
の　
基　
本　
は　
「　
人　
」　
で　
あ　
る　
。　
い　
ろ　
い　
ろ　
な　
ケ　
ー　
ス　
に　
応　
じ　
、　

臨　
機　
応　
変　
に　
対　
応　
で　
き　
る　
判　
断　
力　
が　
求　
め　
ら　
れ　
る　
か　
ら　
で　
あ　
る　
。　
そ　
し　
て　
「　
人　
」　

と　
「　
人　
」　
の　
力　
が　
結　
集　
さ　
れ　
る　
こ　
と　
に　
よ　
り　
、　
対　
策　
・　
対　
応　
が　
よ　
り　
効　
果　
を　
発　
す　

る　
も　
の　
に　
な　
る　
の　
で　
あ　
ろ　
う　
。　
つ　
ま　
り　
一　
人　
一　
人　
が　
災　
害　
に　
対　
し　
て　
の　
意　
識　
を　
高　

め　
る　
こ　
と　
が　
第　
一　
点　
。　
そ　
の　
意　
識　
を　
で　
き　
る　
だ　
け　
共　
有　
さ　
れ　
た　
も　
の　
に　
す　
る　
の　
が　

第　
二　
点　
で　
あ　
る　
と　
思　
う　
。　
災　
害　
対　
策　
講　
習　
会　
が　
そ　
れ　
を　
進　
め　
る　
機　
会　
と　
な　
れ　
ば　
幸　

い　
で　
あ　
る　
。　

ま　
た　
、　
こ　
の　
意　
味　
で　
普　
段　
か　
ら　
の　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
の　
形　
成　
が　
重　
要　
と　
感　
じ　
る　
。　

新　
潟　
県　
中　
越　
地　
震　
の　
事　
例　
か　
ら　
も　
伺　
え　
る　
が　
、　
文　
化　
財　
レ　
ス　
キ　
ュ　
ー　
の　
話　
な　
ど　
、　

最　
初　
は　
心　
あ　
る　
有　
志　
の　
中　
か　
ら　
単　
発　
で　
起　
こ　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
こ　
れ　
を　
組　
織　
化　
す　
る　

に　
は　
、　
い　
ろ　
い　
ろ　
な　
問　
題　
も　
あ　
り　
時　
間　
が　
か　
か　
る　
。　
組　
織　
化　
し　
て　
か　
ら　
動　
く　
と　
い　

う　
の　
で　
は　
遅　
す　
ぎ　
る　
場　
合　
も　
多　
い　
。　
有　
志　
が　
一　
人　
か　
ら　
二　
人　
へ　
、　
そ　
し　
て　
複　
数　
の　

組　
織　
へ　
と　
広　
が　
り　
を　
見　
せ　
て　
い　
く　
中　
で　
事　
が　
進　
ん　
で　
い　
る　
。　
し　
た　
が　
っ　
て　
、　
災　
害　

対　
策　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　
の　
今　
後　
の　
方　
向　
性　
と　
し　
て　
、　博　
物　
館　
だ　
け　
で　
は　
な　
く　
、　

地　
域　
の　
文　
化　
に　
関　
わ　
る　
他　
の　
機　
関　
（　
大　
学　
・　
文　
化　
組　
織　
・　
そ　
の　
他　
Ｎ　
Ｐ　
Ｏ　
な　
ど　
ボ　

ラ　
ン　
テ　
ィ　
ア　
団　
体　
）　
と　
の　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
を　
強　
化　
し　
て　
ゆ　
く　
必　
要　
性　
を　
感　
じ　
て　
い　

る　
。　
こ　
の　
こ　
と　
は　
、　
災　
害　
対　
策　
の　
み　
な　
ら　
ず　
、　
単　
な　
る　
文　
化　
財　
保　
護　
を　
超　
え　
た　
静　

岡　
の　
文　
化　
発　
展　
に　
寄　
与　
す　
る　
も　
の　
と　
な　
る　
に　
ち　
が　
い　
な　
い　
。　

６
、
災
害
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
感
想

友
田
千
恵
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
文
化
財
を
守
る
会
）

静　
岡　
県　
は　
、　
東　
海　
大　
地　
震　
の　
発　
生　
が　
予　
想　
さ　
れ　
て　
い　
る　
。　
県　
内　
で　
は　
様　
々　
な　
地　

震　
対　
策　
が　
行　
わ　
れ　
、　
一　
般　
的　
に　
も　
地　
震　
防　
災　
に　
対　
す　
る　
関　
心　
は　
高　
い　
。　
一　
方　
、　
文　

化　
財　
へ　
の　
災　
害　
対　
策　
は　
、　
個　
人　
や　
所　
有　
施　
設　
の　
管　
理　
に　
ゆ　
だ　
ね　
ら　
れ　
て　
お　
り　
、　
一　

般　
的　
な　
地　
震　
防　
災　
対　
策　
に　
比　
べ　
る　
と　
、　
意　
識　
や　
関　
心　
は　
低　
い　
の　
で　
は　
な　
い　
か　
と　
感　

じ　
て　
い　
た　
。　
平　
成　
14
年　
に　
、　
文　
化　
財　
を　
守　
る　
会　
は　
、　
災　
害　
か　
ら　
、　
特　
に　
地　
震　
災　
害　

か　
ら　
文　
化　
財　
を　
守　
る　
た　
め　
の　
災　
害　
対　
策　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
の　
構　
築　
を　
目　
指　
し　
て　
発　
足　

し　
た　
。　
今　
回　
、　
静　
岡　
県　
博　
物　
館　
協　
会　
の　
災　
害　
対　
策　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　
に　
参　
加　

さ　
せ　
て　
い　
た　
だ　
く　
こ　
と　
に　
な　
っ　
た　
。　
こ　
の　
よ　
う　
な　
機　
会　
で　
、　
災　
害　
か　
ら　
文　
化　
財　
を　

守　
る　
た　
め　
の　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
作　
り　
の　
必　
要　
性　
を　
訴　
え　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
た　
の　
で　
は　
な　

い　
か　
、　
と　
考　
え　
て　
い　
る　
。　

チ　
ェ　
ッ　
ク　
シ　
ー　
ト　
は　
加　
盟　
館　
園　
の　
災　
害　
対　
策　
が　
対　
象　
で　
あ　
っ　
た　
。　
こ　
れ　
に　
よ　
っ　

て　
、　
各　
館　
が　
不　
足　
の　
部　
分　
や　
、　
今　
後　
目　
指　
す　
べ　
き　
対　
応　
が　
見　
え　
る　
こ　
と　
に　
な　
っ　
た　

の　
で　
は　
な　
い　
か　
と　
思　
う　
。　

5



平　
成　
16
年　
は　
災　
害　
が　
多　
く　
続　
き　
、　
文　
化　
財　
へ　
の　
被　
害　
も　
多　
か　
っ　
た　
。　
そ　
の　
よ　
う　

な　
中　
で　
、　
当　
会　
の　
活　
動　
を　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　
内　
や　
、　
ま　
た　
博　
物　
館　
協　
会　
の　
中　

で　
発　
表　
す　
る　
機　
会　
を　
い　
た　
だ　
い　
て　
き　
た　
。　
Ｎ　
Ｐ　
Ｏ　
文　
化　
財　
を　
守　
る　
会　
は　
、　
特　
定　
非　

営　
利　
活　
動　
法　
人　
と　
い　
う　
特　
殊　
な　
形　
を　
持　
っ　
て　
活　
動　
し　
て　
い　
る　
。　
民　
で　
も　
な　
く　
官　
で　

も　
な　
い　
特　
殊　
な　
枠　
組　
み　
は　
、　
文　
化　
財　
を　
保　
全　
す　
る　
活　
動　
を　
行　
う　
上　
で　
足　
が　
軽　
く　
動　

き　
や　
す　
い　
。　
今　
後　
は　
、　
災　
害　
か　
ら　
保　
全　
す　
る　
文　
化　
財　
の　
対　
象　
を　
、　
博　
物　
館　
園　
の　
も　

の　
か　
ら　
、　
民　
間　
に　
ま　
で　
広　
げ　
た　
形　
で　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
を　
組　
む　
こ　
と　
が　
で　
き　
る　
よ　
う　

な　
形　
を　
模　
索　
し　
た　
い　
。　

お
わ
り
に

災　
害　
対　
策　
の　
研　
修　
は　
終　
わ　
り　
の　
な　
い　
旅　
の　
よ　
う　
な　
も　
の　
で　
あ　
る　
。　
何　
時　
来　
る　
か　

も　
知　
れ　
ず　
、　
す　
ぐ　
に　
来　
る　
か　
も　
し　
れ　
な　
い　
。　
そ　
う　
し　
た　
中　
で　
研　
修　
を　
続　
け　
て　
行　
く　

こ　
と　
は　
何　
か　
無　
駄　
な　
こ　
と　
を　
し　
て　
い　
る　
の　
で　
は　
な　
い　
か　
と　
い　
う　
非　
難　
を　
受　
け　
る　
か　

も　
し　
れ　
な　
い　
。　
し　
か　
し　
な　
が　
ら　
静　
岡　
県　
博　
物　
館　
協　
会　
の　
活　
動　
の　
一　
つ　
と　
し　
て　
多　
く　

の　
人　
々　
の　
関　
心　
を　
得　
て　
い　
る　
こ　
と　
は　
毎　
回　
、　
多　
数　
の　
参　
加　
者　
が　
い　
る　
こ　
と　
が　
証　
明　

し　
て　
く　
れ　
る　
。　
ま　
た　
、　
愛　
知　
県　
か　
ら　
の　
参　
加　
者　
も　
予　
想　
を　
超　
え　
て　
２　
０　
名　
も　
い　
た　

こ　
と　
は　
災　
害　
は　
一　
県　
内　
だ　
け　
で　
済　
む　
も　
の　
で　
は　
な　
い　
こ　
と　
を　
示　
し　
て　
も　
い　
る　
。　

そ　
し　
て　
、　
予　
想　
も　
し　
て　
い　
な　
か　
っ　
た　
大　
き　
な　
災　
害　
が　
各　
地　
で　
勃　
発　
し　
、　
災　
害　
対　

策　
と　
い　
う　
こ　
と　
が　
迂　
遠　
な　
こ　
と　
で　
は　
な　
い　
こ　
と　
を　
教　
え　
て　
も　
く　
れ　
た　
。　
こ　
れ　
か　
ら　

は　
よ　
り　
一　
層　
、　
広　
く　
市　
民　
に　
も　
知　
っ　
て　
も　
ら　
い　
、　
災　
害　
対　
策　
の　
重　
要　
さ　
と　
と　
も　
に　

博　
物　
館　
施　
設　
の　
重　
要　
さ　
を　
知　
っ　
て　
い　
た　
だ　
く　
こ　
と　
が　
よ　
り　
一　
層　
必　
要　
で　
は　
な　
か　
ろ　

う　
か　
。　

お　
わ　
り　
に　
、　
静　
岡　
県　
博　
物　
館　
協　
会　
の　
事　
務　
局　
の　
方　
々　
に　
は　
多　
大　
な　
ご　
協　
力　
を　
い　

た　
だ　
い　
た　
こ　
と　
に　
厚　
く　
御　
礼　
申　
し　
上　
げ　
ま　
す　
。　
ま　
た　
、　
ワ　
ー　
キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　
の　

方　
々　
に　
は　
忙　
し　
い　
業　
務　
の　
中　
、　
積　
極　
的　
に　
活　
動　
に　
参　
加　
し　
て　
く　
だ　
さ　
り　
心　
よ　
り　
御　

礼　
申　
し　
上　
げ　
ま　
す　
。　

付　
記　本　

編　
は　
「　
は　
じ　
め　
に　
」　「　
お　
わ　
り　
に　
」　
を　
日　
比　
野　
が　
執　
筆　
し　
、　
他　
の　
稿　
は　
ワ　
ー　

キ　
ン　
グ　
グ　
ル　
ー　
プ　
の　
一　
部　
の　
メ　
ン　
バ　
ー　
か　
ら　
原　
稿　
を　
頂　
い　
た　
も　
の　
を　
編　
集　
し　
た　
。　

6
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静岡県博物館協会　地震対策ワーキンググループ

地震対応　自己診断チェックシート
３つの項目に分けて、地震への備えや対応へのチェック項目があります。「はい」「いいえ」「わから

ない」「該当しない」「Ａ」「B」［Ｃ」のいずれかにチェックをしながら進んでください。

A：すぐに対応できる、またはすぐに実行できる

B：予算次第で実行できる

C：館長など上役の決済がおりれば実行できる

（ア）災害からお客様を守る
静岡県博物館協会には公立施設の他に多くの民間施設が加盟しています。公立施設の場合は基本
的に耐震性に考慮した設計がなされており、建物の安全性は最低限確保されていると言ってよい
でしょう。ところが、民間施設の場合、地震災害が発生した場合、真っ先に建物の倒壊、破損が
想定される場合が多いのです。これはすなわち、そこに働く従業員は勿論、来館中の観覧客にも
生命の危険が及ぶということなのです。
この項では災害発生時にどのような手順で、お客様の安全を確保するか、また怪我人への対応、
その後のケア等、サービス業として心がけておかなければならない心得を確認したいと思います。
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(イ)避難民への対応
（ア）では開館時の入館者の安全確保を考えましたが、災害発生からある程度の時間経過した時
や、突発型地震の場合には、博物館園はその公共的な性格から災害避難民が集まることが予想さ
れます。ここでは、入館者の安全確保した後、または、突発型地震発生後の対応について考えて
みましょう。各博物館園は設立母体や環境が異なるので、自らの置かれている立場を確認し、館
園と職員の行動計画を立てることが必要でしょう。
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（ウ）博物館資料の保全
博物館の収蔵資料を、地震などの緊急災害から守るためには、日常からの備えが必要です。組織
やマニュアル作り、管理態勢作りなどのソフト面と、施設や設備、備品のメンテナンスや調達な
どのハード面、両面から総合的に対策をとっておくことが必要です。
自館の特性に合わせて、必要か否かを検討しながらチェックを進めてください。





は
じ
め
に

平
成
16
年
は
、
非
常
に
災
害
の
多
い
年
で
あ
っ
た
。
気
象
庁
の
発
表
に
よ

る
と
、
平
成
16
年
は
台
風
の
上
陸
数
が
10
個
と
、
気
象
庁
観
測
至
上
過
去
最

多
を
記
録
し
た
。
集
中
豪
雨
の
回
数
も
無
人
雨
量
観
測
網
が
稼
動
し
た
１
９

７
６
年
以
来
で
、
最
多
と
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

滝
の
よ
う
に
激
し
い
雨
と

い
う
定
義
の
、「
１
時
間
の
降
水
量
50
ミ
リ
以
上
」
が
全
国
で
延
べ
４
６
８
回
、

大
雨
警
報
に
あ
た
る
「
１
日
あ
た
り
の
降
水
量
２
０
０
ミ
リ
以
上
」
が
４
６

３
回
、
そ
の
う
ち
「
一
日
あ
た
り
の
降
水
量
４
０
０
ミ
リ
以
上
」
が
30
回
だ

っ
た
と
い
う
発
表
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
各
地
で
は
多
く
の
被
害
が
出

て
、
未
だ
に
そ
の
爪
痕
を
大
き
く
残
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
16
年
10
月
23
日
に
、
新
潟
県
中
越
地
方
で
Ｍ
６
８
の
地
震
が

発
生
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
震
度
６
強
を
越
え
る
余
震
が
２
度
立
て
続

け
に
起
き
、
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
被
災
地
の
様
子
や
被
害
の
状
況

は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
現
在
も
毎
日
放
送
さ
れ
て
い
て
、
日
本
中
が
心
配
と

応
援
の
気
持
ち
を
向
け
て
い
る
。

１．

福
井
豪
雨
（
平
成
16
年
7
月
18
日
）

18
日
朝
か
ら
昼
に
か
け
て
、
山
間
部
を
中
心
に
１
時
間
に
１
０
０
ミ
リ
近

く
の
集
中
的
な
大
雨
が
降
っ
た
。
そ
れ
は
大
変
記
録
的
な
豪
雨
で
、
雨
が
強

く
な
り
だ
し
て
か
ら
ほ
ん
の
数
時
間
た
ら
ず
で
、
河
川
は
決
壊
し
、
鉄
橋
は

流
出
、
山
間
部
の
各
地
で
土
砂
崩
れ
が
起
こ
っ
た
。

文
化
財
も
多
数
被
害
を
う
け
た
。
特
に
大
き
な
被
害
を
受
け
た
の
は
、
特

別
史
跡
名
勝
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
及
び
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料

館
、
福
井
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
文
化
財
を
守
る

会
で
は
、
会
員
２
名
で
福
井
豪
雨
か
ら
１
週
間
後
の
24
日
に
、
現
地
入
り
し

た
。
１
日
目
は
、
市
街
地
で
最
も
被
害
の
大
き
か
っ
た
春
日
地
区
、
木
田
地

区
を
回
り
、
２
日
目
に
は
、
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
、
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉

氏
遺
跡
資
料
館
、
福
井
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
、
一
乗
谷
史
跡
公
園

セ
ン
タ
ー
と
、
そ
の
上
流
付
近
を
回
っ
た
。

大
き
な
被
害
は
河
川
に
添
っ
て
起
き
て
い
た
。
山
間
部
で
大
量
に
降
っ
た

雨
は
、
土
砂
崩
れ
を
伴
っ
て
山
を
下
っ
た
。
河
川
へ
流
入
す
る
と
、
上
流
か

ら
下
流
に
向
け
て
蛇
行
す
る
川
を
曲
が
り
き
れ
な
か
っ
た
と
で
も
い
う
よ
う

に
、
各
所
で
越
水
が
お
こ
っ
て
い
た
。
被
害
は
足
羽
川
流
域
で
特
に
多
く
、

堤
防
が
決
壊
し
た
り
越
水
し
て
、
市
街
地
や
住
宅
地
は
広
範
囲
で
浸
水
の
被

害
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
足
羽
川
に
か
か
る
越
美
北
線
の
鉄
橋
が
流
出
す
る
と

い
う
大
き
な
被
害
も
起
き
た
。

私
た
ち
が
現
地
入
り
し
た
豪
雨
か
ら
１
週
間
後
は
、
ま
だ
ま
だ
路
肩
に
泥

が
多
く
溜
ま
り
、
被
害
の
跡
が
大
き
く
残
っ
て
い
た
。
市
内
は
交
通
規
制
が

解
除
さ
れ
て
、
車
が
通
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
水
を
撒
い
て
道
路
を

清
掃
す
る
清
掃
車
が
ゆ
っ
く
り
と
走
っ
て
い
て
、
あ
ち
こ
ち
で
渋
滞
が
起
き

て
い
た
。
住
宅
街
で
は
、
家
の
中
の
土
砂
の
除
去
作
業
が
続
い
て
お
り
、
た

く
さ
ん
の
泥
に
ま
み
れ
た
ゴ
ミ
が
道
路
に
出
さ
れ
て
い
た
。

11

災
害
に
お
け
る
文
化
財
被
害
の
実
際
と
救
済
活
動
に
つ
い
て
　

―
―
福
井
・
伊
豆
の
文
化
財
被
災
報
告
―
―

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
文
化
財
を
守
る
会
　
友
田
　
千
恵
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（図１） 平成16年福井豪雨による冠水区域図（福井、鯖江、美山地域）（国土地理院HPより）

○　１
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
、
福
井
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン

タ
ー
　

福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
と
福
井
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン

タ
ー
は
、
足
羽
川
の
川
縁
近
く
に
並
ん
で
立
地
し
て
い
る
。
す
ぐ
近
く
に
か

か
る
鉄
橋
は
、
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た
雨
と
土
砂
と
流
木
な
ど
に
よ
っ
て
、

押
し
流
さ
れ
て
、
そ
の
勢
い
は
そ
の
ま
ま
川
の
す
ぐ
裏
手
に
あ
っ
た
埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
を
直
撃
し
た
。

遺
跡
資
料
館
で
は
、
埋
蔵
セ
ン
タ
ー
の
陰
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
土
砂
の

直
撃
は
幸
い
に
も
免
れ
た
。
し
か
し
、
館
内
全
体
が
浸
水
し
土
砂
が
数
セ
ン

チ
堆
積
し
た
。
展
示
室
は
、
学
芸
員
の
判
断
で
浸
水
前
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
下

ろ
し
た
た
め
、
展
示
室
内
へ
の
土
砂
の
浸
入
は
他
所
に
比
べ
る
と
少
な
く
て

す
ん
だ
。
ま
た
、
所
有
す
る
資
料
や
借
用
資
料
な
ど
は
２
階
の
収
蔵
庫
に
保

管
し
て
あ
っ
た
た
め
、
無
事
で
あ
っ
た
。

一
方
、
ま
さ
に
川
縁
に
面
し
て
い
た
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
は
、
大

変
に
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
足
羽
川
が
決
壊
し
て
流
れ
出
た
大
量
の
雨
は
、

土
砂
や
石
、
流
木
を
と
も
な
っ
て
、
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
ト
ラ
ッ

ク
ヤ
ー
ド
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
直
撃
し
た
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
突
き
破
ら
れ
て
、

館
内
に
は
大
量
の
泥
水
と
土
砂
が
流
入
し
た
。
そ
の
勢
い
は
大
変
に
強
く
、

館
内
の
ド
ア
や
壁
も
突
き
破
ら
れ
て
お
り
、
１
階
部
分
は
ほ
ぼ
全
体
土
砂
に

ま
み
れ
た
形
に
な
っ
た
。
１
階
に
あ
っ
た
収
蔵
庫
に
も
泥
水
と
土
砂
は
流
入

し
た
。
棚
に
置
か
れ
て
い
た
発
掘
遺
物
も
泥
水
や
土
砂
を
か
ぶ
り
、
散
乱
し

て
大
き
な
被
害
が
で
た
。
水
が
引
い
た
後
に
は
、
館
内
に
は
床
上
70
セ
ン
チ

ほ
ど
ま
で
に
土
砂
が
堆
積
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
程
で
、
遺
物
類
は
土
砂
に

ま
み
れ
て
散
乱
し
て
い
た
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。

私
た
ち
が
訪
れ
た
時
は
水
害
か
ら
一
週
間
経
っ
て
お
り
、
館
内
の
土
砂
除

去
作
業
は
済
ん
で
お
り
、
館
内
の
泥
の
ふ
き
取
り
作
業
や
、
泥
を
か
ぶ
っ
た

書
類
や
事
務
用
品
な
ど
を
流
水
で
洗
う
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
収
蔵
庫
内

の
土
砂
の
撤
去
も
済
ん
で
お
り
、
遺
物
類
は
、
土
砂
の
中
か
ら
取
り
だ
し
て
、



そ
の
他
の
ゴ
ミ
と
選
り
分
け
て
、
コ
ン
テ
ナ
に
つ
め
る
、
と
い
う
一
時
的
な

形
で
保
管
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。

災
害
に
あ
っ
て
か
ら
、
館
内
の
復
旧
作
業
を
進
め
て
い
く
過
程
を
以
下
に

簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
。

Ａ
「
館
内
の
土
砂
の
除
去
、
備
品
類
や
館
内
の
清
掃
な
ど
、
体
力
が
あ
れ
ば

誰
で
も
で
き
る
作
業
」

福
井
で
は
、
災
害
復
旧
の
た
め
に
、
県
外
か
ら
多
数
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

駆
け
付
け
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ
先
は
個
人
も
あ
り
団
体
も
あ
り

様
々
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
被
害
に
あ
っ
た
市
内
の
各
所
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
が
で
き
て
い
た
。
そ
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
希
望
の
人
は
、
セ
ン

タ
ー
に
行
く
と
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
地
域
に
振
り
分
け
ら
れ
て
、
シ
ャ
ト

ル
バ
ス
に
よ
っ
て
そ
の
地
域
に
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た
。
災

害
直
後
は
、
一
般
民
家
な
ど
へ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
多
く
投
入
さ
れ
た
が
、

災
害
後
５
日
目
く
ら
い
か
ら
落
ち
着
い
て
き
た
た
め
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー
へ
も
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
ま
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
協
力
に
よ
っ
て
、
館
内
の
土
砂
を
除
去
す
る

こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

Ｂ
「
収
蔵
庫
の
土
砂
除
去
や
遺
物
類
の
救
出
な
ど
、
専
門
的
な
経
験
が
必
要

な
作
業
」

館
の
職
員
や
発
掘
調
査
員
、
県
内
の
学
芸
員
な
ど
が
多
数
手
伝
い
に
来
て
、

収
蔵
庫
の
土
砂
除
去
作
業
と
平
行
し
て
、
土
砂
の
中
か
ら
遺
物
類
を
取
り
だ

し
て
、
コ
ン
テ
ナ
に
並
べ
て
い
く
作
業
を
お
こ
な
っ
た
。
今
後
は
、
一
応
救

出
し
た
遺
物
類
を
、
一
つ
ず
つ
特
定
し
て
整
理
し
直
す
作
業
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

大
変
な
数
の
遺
物
が
土
砂
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
こ
の
先
の
復

旧
作
業
は
大
変
な
時
間
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
館
の
職
員

と
発
掘
調
査
員
な
ど
で
進
め
て
い
く
予
定
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
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（写真1） 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館・
福井県埋蔵文化財調査センター外観

（写真3）シャッターが破られて館内に土砂が流入した
（福井県埋蔵文化財調査センター内）

（写真2）収蔵庫内の様子
（福井県埋蔵文化財調査センター内）

（写真4）泥のついた備品や書類などを洗っている
（福井県埋蔵文化財調査センター）



と
発
掘
調
査
員
な
ど
で
進
め
て
い
く
予
定
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

○　２
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
、
一
乗
谷
史
跡
公
園
セ
ン
タ
ー

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
の
被
害
は
、
豪
雨
に
よ
り
水
量
が
増
加
し
た
一
乗
谷

川
の
水
が
、
大
き
く
蛇
行
す
る
地
点
を
曲
が
り
き
れ
ず
に
、
川
岸
の
石
積
を

え
ぐ
る
よ
う
に
し
て
溢
れ
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
。
整
備
地
８
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
内
、
４
分
の
１
が
被
害
に
あ
い
、
遺
跡
内
の
武
家
屋
敷
、
町
屋
、

寺
院
跡
、
園
路
な
ど
に
平
均
30
セ
ン
チ
の
土
砂
が
堆
積
し
た
。
ま
た
、
中
ノ

御
殿
と
諏
訪
館
庭
園
の
間
を
流
れ
る
沢
も
崩
壊
し
、
両
地
の
一
部
に
土
石
流

が
流
れ
込
ん
だ
。
遺
跡
周
辺
で
は
、
10
箇
所
以
上
で
崖
崩
れ
が
起
こ
っ
て
お

り
、
朝
倉
館
背
後
の
斜
面
で
は
、
高
さ
５
メ
ー
ト
ル
幅
15
メ
ー
ト
ル
に
及
ん

で
崩
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
遺
構
の
流
出
な
ど
の
損
害
は
な
く
、
唐

門
、
朝
倉
館
跡
や
湯
殿
庭
園
跡
な
ど
も
無
事
だ
っ
た
。
遺
跡
を
管
理
す
る
一

乗
谷
史
跡
公
園
セ
ン
タ
ー
で
は
事
務
所
一
帯
が
浸
水
し
、
30
セ
ン
チ
ほ
ど
の

土
砂
が
堆
積
し
た
。

こ
の
辺
り
一
帯
は
史
跡
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
民
家
が
多
数
点
在
し
、
史

跡
と
住
民
と
が
共
存
す
る
地
域
で
あ
る
。
周
り
の
民
家
も
、
１
階
部
分
が
土

砂
で
流
さ
れ
て
、
柱
だ
け
に
な
っ
て
い
た
り
と
大
変
な
被
害
の
状
態
で
あ
っ

た
。
一
乗
谷
史
跡
公
園
セ
ン
タ
ー
は
県
の
施
設
で
あ
っ
た
た
め
、
セ
ン
タ
ー

の
職
員
は
、
住
民
の
復
旧
を
第
一
に
考
え
て
行
動
し
た
。
一
乗
谷
史
跡
公
園

セ
ン
タ
ー
所
長
の
橋
本
さ
ん
に
伺
っ
た
お
話
の
一
部
を
抜
粋
す
る
。

「
被
害
に
あ
っ
た
次
の
日
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
一
般
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
入

っ
て
き
て
、
民
家
の
復
旧
を
手
伝
い
に
来
て
く
れ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
人
達

は
、
う
ち
に
『
何
を
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
』
と
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を

ほ
っ
て
お
く
わ
け
に
も
行
き
ま
せ
ん
し
、
そ
の
対
応
で
追
わ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
対
応
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
ト
イ
レ

も
水
道
も
電
気
も
な
く
、
そ
の
場
に
い
る
誰
も
が
、
何
を
し
た
ら
い
い
か
、

ど
う
指
示
を
し
た
ら
い
い
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
中
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（写真5）川の石積が崩れて雨水が氾濫した。
両岸には遺跡が広がる。（一乗谷朝倉氏遺跡）

（写真6）土砂の流れた道。この手前には遺跡が広がる
（一乗谷朝倉氏遺跡）

（図2）一乗谷地区
（福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館HPより）
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に
は
長
靴
も
軍
手
も
ス
コ
ッ
プ
も
持
た
ず
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
せ
て
く
れ
、

と
来
る
人
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
達
に
は
事
前
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
な

る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
必
要
で
す
し
、
現
場
に
い
る
人
間
に
は
、
そ
の
対

応
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
必
要
な
ん
で
す
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
来
る
と
い

う
こ
と
は
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
整
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
せ
め
て
水
と
ト
イ
レ
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
災

害
が
起
こ
っ
た
あ
と
、
ま
ず
第
一
に
、
何
を
整
え
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う

こ
と
も
事
前
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
ち
ら

で
は
、
と
に
か
く
ト
イ
レ
は
作
ら
な
け
れ
ば
と
、
修
繕
費
の
中
で
仮
設
の
ト

イ
レ
を
用
意
し
ま
し
た
。
復
旧
の
予
算
は
す
ぐ
に
は
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
待

っ
て
い
た
ら
間
に
合
い
ま
せ
ん
。」

こ
の
ト
イ
レ
に
つ
い
て
は
、
民
家
に
来
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
た
め
だ
け
で

な
く
、
周
辺
住
民
の
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
水
が
通
ら
な
い
が
」「
電

気
は
ま
だ
な
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
問
い
合
わ
せ
も
近
隣
住
民
か
ら

あ
り
、
遺
跡
の
被
害
へ
の
対
応
は
後
回
し
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
施
設
に
よ
っ
て
色
々
と
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
災
害
か
ら
の
ス
ム
ー
ズ
な
復
旧
を
行
う
た
め
に
、
自
館
が
ど
の
よ
う
な

形
で
復
旧
を
行
う
の
か
、
外
部
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
近
隣
住
民
の
問
題

も
あ
り
え
る
と
仮
定
し
て
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

２．

台
風
22
号
（
平
成
16
年
10
月
9
日
）

10
月
９
日
午
後
４
時
ご
ろ
、
台
風
22
号
は
伊
豆
半
島
に
上
陸
し
た
。
石
廊

崎
で
午
後
３
時
す
ぎ
に
最
大
瞬
間
風
速
６
７
・
６
メ
ー
ト
ル
を
記
録
す
る
な

ど
大
変
勢
力
が
強
く
、
上
陸
時
の
中
心
気
圧
は
約
９
５
０
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル

で
あ
っ
た
。

気
象
庁
は
「
東
日
本
に
上
陸
し
た
台
風
で
も
最
大
級
の
勢
力
だ

っ
た
と
み
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
伝
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
伊
東

市
宇
佐
美
地
区
と
伊
豆
市
修
善
寺
に
大
き
な
被
害
は
集
中
し
た
。
伊
東
市
宇

佐
美
地
区
で
は
多
く
の
民
家
の
屋
根
が
強
風
に
よ
り
飛
ば
さ
れ
、
伊
豆
市
修

善
寺
で
は
、
桂
川
の
氾
濫
に
よ
り
旅
館
街
が
被
害
を
受
け
、
特
に
建
物
が
国

の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
新
井
旅
館
の
被
害
は
大
き
く
、
多
く
の

テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

文
化
財
を
守
る
会
で
は
、
８
日
後
の
10
月
17
日
に
現
地
入
り
し
、
宇
佐
美

地
区
と
修
善
寺
を
回
り
調
査
を
実
施
し
た
。

ま
た
、
翌
週
の
24
日
に
は
、
新

井
旅
館
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
会
員
と
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
７
名
を
派
遣
し
、

館
内
に
残
る
土
砂
の
撤
去
作
業
に
加
わ
っ
た
。

○　１
新
井
旅
館
　
被
害
調
査
（
平
成
16
年
10
月
17
日
）

新
井
旅
館
は
、
多
く
の
文
人
、
画
人
が
宿
泊
し
、
文
壇
や
画
壇
の
歴
史
と

つ
な
が
り
の
深
い
旅
館
で
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
で
あ
る
。
建
物
は
、
天

城
の
山
か
ら
流
れ
下
る
桂
川
の
す
ぐ
川
べ
り
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
川
面
を

臨
ん
で
掃
き
出
し
の
窓
が
並
び
、
川
か
ら
庭
に
水
を
引
き
込
む
な
ど
、
自
然

を
取
り
入
れ
た
旅
館
の
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
。
旅
館
の
す
ぐ
脇
に
は
、
桂

川
に
か
か
る
橋
が
あ
る
。
こ
の
橋
は
、
川
底
に
対
し
て
低
く
架
か
っ
て
お
り
、

ち
ょ
う
ど
旅
館
１
階
の
中
ば
あ
た
り
の
高
さ
に
あ
っ
た
。
大
量
に
降
っ
た
雨

は
、
桂
川
に
集
ま
り
一
気
に
流
れ
く
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
緒
に
流
れ
て
き

た
流
木
や
石
が
こ
の
橋
に
引
っ
か
か
っ
て
ダ
ム
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、

あ
ふ
れ
出
た
水
と
土
砂
が
一
気
に
新
井
旅
館
１
階
の
窓
を
突
き
破
っ
て
、
旅

館
内
に
流
れ
込
ん
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
１
階
部
分
は
全
て
が
泥
水
と
土
砂

に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

当
会
が
は
じ
め
に
調
査
に
入
っ
た
の
は
、
台
風
か
ら
８
日
後
の
10
月
17
日

で
あ
っ
た
。
館
内
に
は
、
ま
だ
土
砂
が
残
り
、
多
い
と
こ
ろ
で
は
、
床
上
60

cm
の
高
さ
ま
で
土
砂
が
溜
ま
っ
て
い
た
。
館
内
は
湿
気
と
土
砂
な
ど
に
よ
っ

て
異
臭
が
漂
っ
て
い
た
。
木
造
の
建
物
で
あ
る
か
ら
、
除
去
作
業
を
早
く
進

め
な
け
れ
ば
、
腐
敗
が
進
ん
で
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ
た
。



さ
て
、
福
井
豪
雨
の
１
週
間
後
に
現
地
を
訪
れ
た
時
に
は
、
自
衛
隊
が
入

っ
て
い
る
よ
う
な
甚
大
な
被
害
の
地
域
を
除
い
て
は
、
復
旧
作
業
が
か
な
り

進
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
大
き
な
浸
水
被
害
に
あ
っ
た
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
近
隣
の
民
家
な
ど
も
土
砂
の
除
去
作
業

は
か
な
り
進
ん
で
い
た
の
で
、
台
風
か
ら
８
日
後
の
新
井
旅
館
を
訪
れ
た
と

き
に
、
未
だ
床
上
60
セ
ン
チ
も
の
泥
が
残
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
作
業
の
遅

さ
に
驚
い
た
。
早
く
復
旧
を
果
た
す
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
土
砂
の
除
去

作
業
な
ど
を
行
う
働
き
手
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。
復
旧
作
業
は
、
被
災
者

だ
け
で
行
う
の
で
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、

復
旧
を
手
助
け
に
来
て
く
れ
る
人
達
は
と
て
も
大
切
な
存
在
で
あ
る
。
福
井

で
は
、
民
間
組
織
だ
け
で
な
く
行
政
側
も
窓
口
と
な
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

募
っ
て
い
て
、
被
災
し
た
各
所
に
送
り
出
し
て
い
た
が
、
伊
豆
市
で
は
そ
の

よ
う
な
動
き
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
福
井
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
被
害
地

域
が
狭
い
一
部
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
新
井
旅
館
が
民
間
企
業
で
あ
る
こ
と
、
復
旧
が
す
な
わ
ち

営
業
に
繋
が
る
と
い
う
事
実
も
理
由
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

○　２
新
井
旅
館
　
土
砂
除
去
作
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
平
成
16
年
10
月
24
日
）

新
井
旅
館
は
国
の
登
録
有
形
文
化
財
で
あ
る
が
、
登
録
有
形
文
化
財
と
は

制
度
上
の
規
制
が
厳
し
く
な
い
か
わ
り
に
、
こ
の
よ
う
な
災
害
時
で
も
、
行

政
か
ら
の
補
助
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
所
有
者
や
一
般
の
そ
れ

を
大
事
に
思
う
人
間
の
自
助
努
力
に
よ
っ
て
、
復
旧
作
業
は
進
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
広
範
囲
に
渡
る
甚
大
な
被
害
だ
け
が
災
害
で
は
な
く
、

国
の
指
定
文
化
財
だ
け
が
守
る
べ
き
文
化
財
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い

う
考
え
に
立
ち
、
こ
の
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
文
化
財
を
守
る
会
は
、

文
化
財
へ
の
保
全
活
動
を
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
調

査
か
ら
１
週
間
後
、
館
内
の
土
砂
除
去
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
７
名
を
派
遣
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

16

（写真9）左手の桂川から館内へと水が浸入した
（新井旅館10月17日）

（写真10）床板を外し、床下の土砂を除去する
（新井旅館10月17日）

（写真7）玄関前（新井旅館10月17日）

（写真8）旅館内には土砂が残る（新井旅館10月17日）
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（写真11）バケツリレーによる土砂の除去
（新井旅館10月17日）

（写真12）庭の土砂の除去作業（新井旅館10月17日）

調
査
か
ら
１
週
間
経
ち
、
床
上
に
60
セ
ン
チ
か
ら
１
メ
ー
ト
ル
程
の
土
砂

が
堆
積
し
た
館
内
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
土
砂
除
去
が
完
了
し
て
い
た
。
そ
し

て
残
す
は
床
下
と
庭
部
分
で
あ
っ
た
。
当
日
は
、
県
外
か
ら
の
有
志
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
５
名
と
、
三
島
青
年
会
議
所
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
10
名
が
加
わ
っ

て
お
り
、
新
井
旅
館
の
従
業
員
の
方
と
と
も
に
、
床
下
、
庭
の
土
砂
除
去
作

業
を
行
っ
た
。
床
下
を
め
く
る
と
、
そ
の
下
は
す
っ
か
り
土
砂
が
溜
ま
っ
て

い
た
。
床
板
を
全
面
剥
が
し
、
ス
コ
ッ
プ
で
少
し
ず
つ
取
り
除
く
。
取
り
除

い
た
土
砂
は
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
と
、
一
輪
車
に
よ
っ
て
、
ま
た
桂
川
に
戻
し
た
。

一
日
を
終
え
て
、
大
部
分
の
床
下
と
庭
の
土
砂
を
除
去
し
終
え
た
。

３．

ど
の
よ
う
に
し
て
文
化
財
を
守
る
か

―
―
活
動
を
通
し
て
の
将
来
へ
の
展
望
―
―

さ
て
、
土
砂
除
去
作
業
は
普
段
体
を
動
か
し
慣
れ
な
い
人
間
に
と
っ
て
は
、

な
か
な
か
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る

土
砂
除
去
作
業
を
行
う
中
で
、
災
害
地
に
お
い
て
の
復
旧
活
動
に
は
２
つ
の

種
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
今
回
の
土
砂
の
除
去
作

業
の
よ
う
な
と
に
か
く
現
場
の
復
旧
を
し
、
も
と
の
生
活
を
取
り
戻
す
た
め

の
「
生
活
復
旧
作
業
」
で
あ
る
。
そ
し
て
ふ
た
つ
め
は
、
文
化
財
そ
の
も
の

に
対
す
る
「
専
門
的
復
旧
作
業
」、
い
わ
ゆ
る
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
で
あ
る
。

新
井
旅
館
の
場
合
は
、
館
内
の
土
砂
の
除
去
作
業
は
、
日
々
の
生
活
を
取
り

戻
す
た
め
の
「
生
活
復
旧
作
業
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
土
砂
除
去
の
終
わ

っ
た
建
物
へ
の
保
存
処
置
や
、
そ
の
他
の
資
料
に
つ
い
て
の
復
旧
作
業
を
お

こ
な
う
こ
と
が
「
専
門
的
復
旧
作
業
」
で
あ
っ
た
。
作
品
や
資
料
の
形
状
や

重
要
性
、
災
害
の
種
類
、
所
有
者
の
希
望
な
ど
に
よ
っ
て
、「
生
活
復
旧
作
業
」

と
「
専
門
的
復
旧
作
業
」
の
着
手
具
合
は
違
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
ど
ち

ら
の
作
業
も
同
じ
よ
う
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
災
害
を
受
け
た

文
化
財
を
守
る
た
め
に
は
、「
生
活
復
旧
作
業
」
と
「
専
門
的
復
旧
作
業
」
を

同
時
に
復
旧
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
、
大
切
で
あ
る
。

災
害
が
お
こ
っ
た
後
、
一
番
に
大
切
な
も
の
は
、
人
命
で
あ
る
。
そ
し
て
、

元
の
よ
う
な
毎
日
に
戻
す
た
め
に
、
生
活
基
盤
を
復
旧
し
て
い
く
こ
と
が
ま

ず
第
一
に
求
め
ら
れ
る
。
文
化
財
の
復
旧
活
動
に
入
る
の
は
、
生
活
基
盤
の

復
旧
が
あ
る
程
度
見
え
て
き
て
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ

と
今
回
の
活
動
を
通
し
て
痛
感
し
た
。

福
井
の
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
な
ど
、
あ
る
程
度
一
般
の
住
民
と
の
繋
が

り
の
少
な
い
施
設
に
あ
る
文
化
財
は
、
館
の
職
員
が
災
害
直
後
か
ら
動
く
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
復
旧
は
早
く
進
む
。
し
か
し
、
新
井
旅
館
の
よ
う
な
民

間
所
有
の
も
の
や
、
一
乗
谷
史
跡
公
園
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
、
地
域
住
民
に

近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
な
文
化
財
は
、
復
旧
作
業
が
遅
く
な
る
。
所
有
者

自
身
や
、
地
域
住
民
の
生
活
基
盤
が
整
っ
て
き
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
文
化

財
の
復
旧
に
か
か
り
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

新
潟
県
中
越
地
震
や
阪
神
大
震
災
で
の
文
化
財
の
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
に
お

い
て
も
、
民
間
所
有
の
文
化
財
は
、
所
有
者
の
復
旧
へ
の
希
望
が
な
け
れ
ば



「
ま
と
も
な
生
活
も
送
れ
て
い
な
い
の
に
、
な
ん
で
先
に
文
化
財
の
レ
ス
キ
ュ

ー
な
ん
だ
」
と
思
わ
れ
、
活
動
が
進
ま
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
近
所

の
住
民
も
そ
う
い
う
考
え
で
い
る
こ
と
が
多
く
、
所
有
者
が
そ
の
目
を
気
に

し
て
、「
文
化
財
の
レ
ス
キ
ュ
ー
な
ん
て
、
ま
だ
い
い
で
す
。
先
に
生
活
の
復

旧
を
お
願
い
し
ま
す
。」
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
聞
く
。
ま
た
、
壊
れ
た
家

財
な
ど
を
整
理
し
た
り
捨
て
る
の
と
と
も
に
、
民
間
所
有
の
文
化
財
は
捨
て

ら
れ
て
い
く
こ
と
も
多
か
っ
た
。

文
化
財
も
人
の
命
と
同
じ
で
、
状
態
に
よ
っ
て
は
す
ぐ
に
対
応
す
れ
ば
致

命
傷
に
な
ら
ず
に
済
む
も
の
が
あ
る
。
割
れ
た
り
、
バ
ラ
バ
ラ
に
壊
れ
て
し

ま
っ
た
も
の
で
も
、
捨
て
る
こ
と
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
ま
た
い
つ
か
元
の
形

に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
素
人
で
は
、
建
物
の
木
く
ず
な
の
か
仏
像
の
部
材

な
の
か
わ
か
ら
な
く
て
も
、
専
門
家
が
見
れ
ば
一
目
で
わ
か
る
。
気
づ
か
ず

に
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
、
生
活
の
復
旧
と
同
時
進
行
で
文

化
財
の
復
旧
も
行
っ
て
い
く
こ
と
が
、
致
命
傷
に
な
る
こ
と
や
捨
て
ら
れ
る

こ
と
を
避
け
る
手
段
で
あ
る
。

お
わ
り
に

地
域
の
歴
史
を
語
る
文
化
財
を
守
る
た
め
に
は
、「
生
活
復
旧
作
業
」
と

「
専
門
的
復
旧
作
業
」
の
両
車
輪
で
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
多
く
の
人
に

理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
る
。
そ
の
理
解
が
あ
っ
て
こ
そ
、

文
化
財
へ
の
災
害
復
旧
対
応
の
活
動
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
の

だ
と
実
感
し
た
。

文
化
財
は
、
人
間
で
言
う
と
こ
ろ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
よ
く
例
え
ら
れ
る
。
無
数

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
人
間
の
基
礎
情
報
を
持
っ
て
、
人
間
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
、

文
化
財
は
人
間
の
築
い
て
き
た
文
化
の
基
礎
情
報
を
持
っ
て
各
地
に
存
在
し
、

日
本
文
化
全
体
を
構
成
し
て
い
る
。
文
化
財
を
網
羅
し
て
包
括
的
に
保
存
し

守
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
日
本
の
文
化
の
全
体
像
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ど
こ
ま
で
を
文
化
財
と
す
る
の
か
、
そ
の
線
引
き
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
。

災
害
時
に
あ
っ
て
は
、
な
お
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
総
括
的
に
守

っ
て
い
く
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
、
文
化
財
の
災
害
復
旧
活
動
を
行
う
べ
き

で
あ
る
。

参
考
資
料

気
象
庁
Ｈ
Ｐ
ト
ピ
ッ
ク
ス

「
平
成
17
年
１
月
４
日
　
２
０
０
４
年
（
平
成
16
年
）
の
天
候
」

国
土
地
理
院
Ｈ
Ｐ
防
災
関
連
情
報

「
平
成
16
年
福
井
豪
雨
に
よ
る
冠
水
区
域
図
」

福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
Ｈ
Ｐ
「
遺
跡
の
歩
き
方
」
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産砂岩とは明らかに異なる石材で造られている。石材の具合から見ると東三河産砂岩に類似する

が、東三河には類似の石材で造られた製品としては渥美半島の東観音寺で宝篋印塔の笠部分が確

認できたのみである。よって、これらの関西型式の砂岩製宝篋印塔については東三河産の可能性
も指摘できるが、さらに伊勢湾をはさんで伊勢地域との関係についても探索すべきであろう。

このように、遠江西・中部地域の初現期の中世石塔を見てみると、荘園や宿場と寺院、国府・

守護所などの政治的・経済的求心力をもつ場所や、宗教的な求心力を保つための仏教儀式を行っ

た故事来歴のある場所に関係して分布していること、さらに遠江での石塔の出現時期は鎌倉末～

南北朝期に主体があることを明らかにできた。この時期は鎌倉幕府が崩壊過程を歩み南北朝期を

迎える動乱の時期であり、中央の支配が揺らいだたため自己の力でのしあがろうとする在地の武

家集団と仏教集団が、地域の支配と物資流通の安定化を図るために精神的結合の儀式に利用した
シンボルが出現期の石塔であったとも考えられる。

今後は東遠江～駿河の出現期の石塔の資料化を図ることにより、緑色凝灰岩（当目石）製や安

山岩（伊豆石）製の石塔を造った石工やそれを支配していた政治・宗教集団について明らかにし

ていきたいと思う。最後に、遠江中世石塔研究会のメンバーより日ごろから多数のご教示とご協

力、石塔の実測に関しては森町教育委員会の広川達麻氏や各寺院関係者のご便宜とご配慮を頂き

ました。さらには、浜北市教育委員会鈴木京太郎、湖西市教育委員会後藤健一、豊田町教育委員

会清水尚、磐田市埋蔵文化財センター安藤寛、森町教育委員会北島恵介、掛川市教育委員会戸塚

和美、浜岡町教育委員会村本薫、藤枝市郷土博物館椿原靖弘、静岡市教育委員会山本宏司、韮山
町教育委員会池谷初恵・山田康雄、名古屋市見晴台考古資料館野沢則幸の各氏には該当・隣接地

の石塔の実見にご協力、ご教示を得ました。この場を借りて各氏・各寺院関係者に深くお礼申し

上げます。

（松井）

※所属　松井＝袋井市教育委員会　太田＝浜松市博物館　木村＝掛川市教育委員会
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寺院・墓地名 所在地 石　塔　の　内　容 備　考No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

岩水寺墓地

大屋敷中世墓

安泰寺墓地

西光院墓地

報恩寺墓地

竜守院跡

学園寺墓地

自徳院墓地

安楽寺墓地

西隠寺墓地

龍雲寺墓地

龍禅寺墓地

本光寺墓地

かなきんさま

西伝寺法然塚

妙恩寺墓地

妙法寺墓地

行興寺熊野墓

西伝寺跡墓地

見性寺墓地

西光寺

慶岩寺墓地

一の谷中世墓

福王寺今川墓

十輪寺墓地

千手寺墓地

西法寺跡墓地

正眼寺墓地

心光寺地蔵堂

法憧寺跡墓地

心月寺墓地

万福寺墓地

鎌田兵衛供養塔

定光寺墓地

源朝長供養塔

橘逸勢供養塔

西楽寺墓地

崇信寺墓地

宝太寺墓地

高屋敷

本立寺墓地

浜北市根堅

浜北市宮口

浜北市根堅

浜北市於呂

浜北市宮口

浜北市上善地

浜北市高薗

浜北市小林

浜北市中条

浜北市寺島

浜松市入野町

浜松市龍禅寺町

浜松市東町

浜松市豊町

浜松市西伝寺町

浜松市天竜川町

豊田町池田

豊田町池田

豊田町池田

磐田市見付

磐田市見付

磐田市見付

磐田市見付

磐田市城之崎

磐田市上大ノ郷

磐田市小島

磐田市小島

磐田市小島

磐田市長須賀

磐田市小島

竜洋町海老島

浅羽町湊

磐田市鎌田

磐田市前野

袋井市三川

袋井市上山梨

袋井市春岡

森町飯田

森町向天方

森町円田

森町市場

緑色凝灰岩五輪塔１、花崗岩五輪塔１

緑色凝灰岩五輪塔１

花崗岩五輪塔１

緑色凝灰岩五輪塔１

緑色凝灰岩五輪塔３

緑色凝灰岩五輪塔１

緑色凝灰岩五輪塔３

安山岩Ａ多層塔１

安山岩Ａ宝篋印塔１

安山岩Ａ宝篋印塔１

安山岩Ａ五輪塔１

安山岩Ａ五輪塔５

安山岩Ａ宝篋印塔２、安山岩Ｂ宝篋印塔１、安山岩Ｃ宝篋印塔１

砂岩宝篋印塔１

安山岩Ａ五輪塔３、安山岩Ｂ五輪塔２

安山岩Ａ一石五輪塔１（江戸）

安山岩Ａ宝篋印塔１、安山岩Ｂ宝篋印塔２

安山岩Ａ宝篋印塔１、安山岩Ｂ宝篋印塔１、安山岩Ｃ宝篋印塔１

安山岩Ｂ五輪塔１

安山岩Ａ五輪塔１、安山岩Ｂ五輪塔１

安山岩Ａ宝塔１

安山岩Ａ五輪塔１、安山岩Ａ宝篋印塔１、安山岩Ｂ宝篋印塔１

安山岩Ｂ五輪塔４、安山岩Ｃ宝篋印塔１

安山岩Ａ五輪塔２、安山岩Ｃ五輪塔１

緑色凝灰岩五輪塔１

安山岩Ｂ五輪塔１

安山岩Ａ五輪塔１

安山岩Ｂ五輪塔１

安山岩Ｂ五輪塔１

安山岩Ｂ五輪塔１、安山岩Ｃ五輪塔１

安山岩Ｂ五輪塔２

安山岩Ａ五輪塔１

緑色凝灰岩五輪塔３

安山岩Ａ五輪塔２（江戸）、安山岩Ａ一石五輪塔２（江戸）

緑色凝灰岩五輪塔３

緑色凝灰岩五輪塔２、砂岩五輪塔１

砂岩五輪塔３

緑色凝灰岩五輪塔３

緑色凝灰岩五輪塔１

緑色凝灰岩五輪塔１

砂岩五輪塔３

岩水寺関連

岩水寺関連

岩水寺関連

岩水寺関連

岩水寺関連

岩水寺関連？

岩水寺関連？

美園御厨関連

美園御厨関連

美園御厨関連

康仁親王墓

引馬宿関連

掛塚湊関連

羽鳥荘関連

蒲御厨関連

池田宿関連

池田宿関連

池田宿関連

見付宿関連

見付宿関連

見付宿関連

見付宿関連

見付宿関連

池田荘関連

池田荘関連

池田荘関連

池田荘関連

池田荘関連

池田荘関連

池田荘関連

浅羽湊関連

萬福寺

積雲院

原位置不祥

付近墓地

第１表　西・中遠江古式石塔一覧表

（※数量は推定個体数、Noは第１図番号と一致する。）
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印塔について少し触れておきたい。岩水寺の花崗岩製五輪塔については地輪の下端がコンクリー

トで固められているため確実なところはわからないが、梵字の位置から見ると低い地輪であると

推測される。水輪も縦長傾向があり、火輪の反りは大きいものの、緑色凝灰岩や安山岩製五輪塔

とは明らかに異なる古い形態をもつと見られる。産地も1 5世紀代の岡崎産の花崗岩製石塔と比較

すると、結晶の発達具合が岡崎産のものは小さく岩水寺五輪塔は大きく観察できるため、肉眼で

も異なる花崗岩で製作されていることがわかる。隣接県では確認できない石材の石塔であるので、

1 4世紀以前の美濃か近畿圏からの搬入品としての位置づけも考えたいが、現況では産地不明の石
塔であるといわざるをえない。今後の調査で解明したい。

かなきんさまの宝篋印塔については、遠江唯一の関西型式の宝篋印塔である。しかも、石材は

砂粒は含むものの総じて緻密な砂岩であり、1 5世紀代の石塔に多用される粒子の荒い森町や掛川

第9図　西・中遠江古式石塔分布図 （数字は第1表No.と一致する）
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係（馬淵和雄　2 0 0 4）も視野に入れなければならないだろう。この視点に関しては遠江東部や駿

河地域での安山岩製石塔とも共通する石材であるため、今後の検討課題としてさらに調査を進め

ることにしたい。
つぎに緑色凝灰岩製石塔について整理する。緑色凝灰岩製石塔については、遠江西・中部域で

は今のところ五輪塔しか知られておらず、宝篋印塔や宝塔については未見である。東遠江や西駿

河では緑色凝灰岩製の宝篋印塔が多数見られることから、遠江西・中部域の緑色凝灰岩製石塔に

ついては、五輪塔が好まれて使用されていたことが判明した。

緑色凝灰岩製石塔の造立時期が刻まれた紀年銘資料は、遠江西・中部域内では今のところ知ら

れていないが、東遠江まで広げると掛川市観音堂跡墓地の五輪塔地輪と思われる部分に貞和二年

（1 3 4 6）銘（戸塚和美　2 0 0 0）、浜岡町正福寺の緑色凝灰岩製宝篋印塔に至徳元年（1 3 8 6）銘（浜
岡町教育委員会　2 0 0 0）、相良町平田寺の緑色凝灰岩製の宝塔に延慶三年（1 3 1 0）銘（本間岳人

1 9 9 8）が確認できている。西駿河でも当目石の原産地付近の吉津墓地の緑色凝灰岩製宝篋印塔の

なかに応永六年（1 3 9 9）の紀年銘が確認されたものが報告されている（河合修　2 0 0 4）ため、鎌

田兵衛供養塔の紀年銘問題も現在確認できない現状から、緑色凝灰岩製石塔に関しても安山岩製

石塔とほぼ同じ1 4世紀代の鎌倉末期～南北朝期に造立時期の主体があった可能性を指摘したい。

ただし、幅2 0 c m、高さ6 0 c m以内の小型五輪塔については1 5世紀中葉以降の石塔が爆発的に増加

する時期の製品としておく。

遠江西・中部域での緑色凝灰岩製石塔の分布は、岩水寺の勢力範囲、池田荘、見付宿（国府・
守護所）、太田川水系の飯田・山名荘域に顕著に見られる。内陸部に多く見られる傾向から、陸

路に関係した流通状況とも見られるが、分布域の中心には岩水寺や西楽寺等の有力真言密教系寺

院が存在し、こうした寺院の僧侶が関与した宗教活動に利用されたものと考えられる。とくに、

鎌田兵衛、源朝長、橘逸勢などの著名な歴史的人物を介在させた３基一対の供養塔を使った宗教

行事が行われたことに注目したい。こうした故事来歴のある人物を介した供養塔は、安山岩製宝

篋印塔の池田宿行興寺の遊女熊野の逸話にもとずく供養塔、あるいは浜松の康仁親王墓と称され

る安山岩製五輪塔の造立とも連動した動きと想定できる。行興寺に関しては時宗の寺であり、見
付宿の一遍に縁のある西光寺の安山岩製宝塔とともに時宗の念仏集団が関わった可能性も指摘さ

れるが、遠江西・中部域全域で時宗の念仏集団がすべての石塔の造立に関わったかは定かではな

い。おそらく、時宗だけでなく浄土宗等の鎌倉新仏教の勢力、真言・天台密教系寺院に属する旧

仏教派集団と西駿河以東～伊豆地域での真言律宗系の宗教集団との係わりのなかで考えるべきも

のであろう。

緑色凝灰岩と安山岩製の両方の石塔が確認できたのは、見付宿、池田荘の２箇所である。見付

宿に関しては浅羽湊（海路）と東海道（陸路）からの物資の流入という視点ばかりではなく、や
はり中世においても国府や守護所が置かれていた遠江の政治的な中心地であったということが大

きな要因となっていると考えられる。注目したいのは遠江国府の在庁官人を含む見付宿の町人の

集団墓地と評価されている一の谷中世墳墓群遺跡からは、安山岩製石塔しか出土していないこと

である。しかも幅3 0 c m、高さ8 0 c m以内の小型品になるものばかりで、宝篋印塔も簡略化された

時代の降るものであるのに対して、幅3 0 c m、高さ8 0 c m以上になる大型の五輪塔や宝篋印塔につ

いては宿場内や宿場周辺に展開する有力寺院内に存在していたことを明らかにできた。よって小

型品石塔を墓石、大型品石塔を墓地に伴わない供養塔と考えることも可能であろうが、有力な寺
院の僧侶や宿場を管理・運営していた上級町衆の墓石として安山岩や緑色凝灰岩製石塔が、これ

ら寺院内に造立された可能性も低いながら考えられる。一の谷中世墳墓群遺跡の位置づけと石塔

の性格を考えるうえで興味深い分布状況を示している。

最後に岩水寺や安泰寺墓地で確認された花崗岩製五輪塔と羽鳥荘のかなきんさまの砂岩製宝篋
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24

５．遠江中・西部域の出現期の石塔がもつ歴史的背景（考察）
以上のように、遠江の西・中部地域における出現期の中世石塔については、伊豆産安山岩製品、

焼津産緑色凝灰岩製品が主体となり、その分布傾向はある程度分かれると考えられ、造立の歴史

的背景については様々であることが明らかとなった。

まず安山岩製石塔について整理してみたい。安山岩製石塔については、五輪塔と宝篋印塔の両

方が見られる。造立時期が刻まれた紀年銘資料は、今回の調査では豊田町の妙法寺宝篋印塔で応

永年間（1 3 9 4～1 4 2 8）が確認できたものが唯一で、塔の型式から見ると安山岩製宝篋印塔の中で
は新しい部類と見られるため、遠江に分布している安山岩製宝篋印塔の造立年代は1 4世紀中葉以

降で、降っても1 5世紀初頭に主体があると考えられる。ちなみに東遠江まで視点を広げると、菊

川町横地の三光寺跡裏山出土の安山岩Ｂ製宝篋印塔には文和五年（1 3 5 5）銘、榛原町道場の清浄

寺裏山出土の勝間田氏墓塔群のなかの安山岩Ｂ製宝篋印塔に文和二年（1 3 5 3）銘石塔が知られ、

榛原町釣学院には安山岩Ｂ製宝篋印塔に元徳四年（1 3 3 2）銘の最古の紀年銘をもつ石塔が知られ

ていることから、古くても1 4世紀前葉の鎌倉末期から南北朝期の1 4世紀中～後葉に造立の主体時

期があったと想定される。
安山岩製五輪塔については年号の分かるものはないため造立年代は明確にはできないが、大き

くても高さ１ｍ程度のもので小型のものが多いことから見て、安山岩製宝篋印塔とほぼ同時期で

ある14世紀代の鎌倉末期～南北朝期に該当させておきたい。

安山岩製石塔の分布は、引馬宿（浜松荘）、池田荘、見付宿（国府・守護所）、美薗御厨関係の

寺院墓地等でみられ、桃崎氏が既に指摘している通り海岸部に近い場所に見られる。浜松荘の白

羽湊（田尻湊）、池田荘・宿は川勾荘の掛塚湊、見付宿は浅羽湊に関係している可能性が指摘で

き、あたかも湊を介した海運に関係し持ち込まれたような分布状況を示している。しかしながら、
出現期の石塔は商品として流通していた可能性は低く極めて政治・宗教的なシンボルとして造立

されているものと考えられ、伊豆からの運搬業者（宗教勢力）だけでなく石塔の製作工人の支配

層（有力領主や僧侶）と強い関係をもたないと入手は不可能であったと考えられる。遠江の安山

岩製石塔の分布状況をこの視点から考えると、湊を介した海運と東海道を介した陸運の２方面か

らの交通の要衝を掌握している場所の寺院に見られるという結果になった。すなわち遠江国府・

守護所のある見付宿と浅羽湊、池田荘の池田宿と掛塚湊付近の　嶋（現海老島）墓地付近に現在

でも多く分布する傾向を読み取ることができ、さらに浜松の龍禅寺の複数の安山岩製五輪塔につ
いても、白羽湊から馬込川を使った内陸水運と陸運の拠点である引馬宿の接点である内陸の津に

関係した寺院、本光寺については川勾荘掛塚湊の西側に位置する重要な寺院、西伝寺についても

白羽湊から芳川を使った内陸水運と陸運の拠点である蒲御厨内に所在した間宿の接点である内陸

の津に関係した寺院と考えられるのである。ところが、浜北市史の悉皆調査では内陸部の美薗御

厨領域にまで安山岩製宝篋印塔の分布が広がっていることが判明した。おそらく美薗御厨に対す

る物資流通の一端を白羽湊（田尻湊）か掛塚湊が担っていた寺院集団と、美薗御厨の有力寺院集

団との強い関係を示すものと指摘しておきたい。
伊豆側での中世石塔の石材を見てみると、今回遠江地域で確認できた安山岩Ａ～Ｃの特徴を持

つ石材で造られた石塔は、熱海を中心とする東伊豆北部～箱根あたりに多い石材のようであり、

沼津周辺部の凝灰岩製の石塔とは全く異なるものである。ただし、伊豆半島～箱根全域において

石材から見た中世石塔の地域色がどの程度なのか、中世石塔の石切場の状況がはっきりしていな

いため確定的なことを言える段階ではない。しかしながら、かりに遠江地域で分布している安山

岩の石材と石塔が東伊豆北部～箱根あたりから持ち込まれたものであるであるならば、鎌倉後期

～南北朝期にこの地域を支配していた北条～足利氏と同時期の遠江国守・守護が北条（大仏）～
今川氏であったことが偶然であったとは思えないし、石工集団の大蔵派や真言律宗系集団との関

（20）
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かのような製品であり戦国～江戸時代の石塔とは思えない。75・7 6についてもいずれも地輪幅

2 9 c m、水輪までの高さ5 4 c mを計るもので、梵字や反花座7 4とほぼ同じ形態であることから、３

基の五輪塔は同形態・同サイズのものと見てよいだろう。緑色凝灰岩製五輪塔との共通点を見る
と、既に触れたように火輪の形態ばかりでなく、空風輪と火輪の接合が、安山岩製五輪塔の大多

数がほぞ穴型式であるのに対して、7 4がいずれも小穴があく型式（再加工あり？）、75・7 6が平らに

なる型式であり共通の要素が見られる。ただし、遠江で緑色凝灰岩製五輪塔で反花座をもつもの

はなく、この点に関しては安山岩製五輪塔・宝篋印塔をコピーしようとした組み合わせとなるか

もしれない。となると、浜松市かなきんさまなどの古式の砂岩製宝篋印塔との関係が考えられる

ようになる。このように、この３基の石塔の造立時期は戦国～江戸時代になるとの意見もあるか

も知れないが、全体の形態から見ると大型の緑色凝灰岩製五輪塔のコピーの可能性が大きく、時
期も少し降るがそれ程違わない造立を考えておきたい。

同様に西楽寺の近くの森町本立寺でも同サイズの砂岩製五輪塔が２基確認できた。第７図8 3～

8 5に図示したもので、サイズから見ると３個体が確認でき、西楽寺と同様に３基一対の造立も考

えられるようであるが、8 3の火輪幅は3 7 c m、水輪幅は3 6 c m、8 4の火輪幅は3 4 c m、8 5の水輪幅は3 8 c m

を計ることから多少のばらつきが見られる。しかしながら、83・8 5の水輪の形態は扁平な形態をな

して同一形態の五輪塔であると一見して分かる。8 4については、8 3の火輪と比べると反りが8 4の

方が小さく梵字も入らないことから見てやや時代が降る要素も見られる。サイズとしては8 4が高

さ4 2 c mあり、源朝長・橘逸勢供養塔の同じ部分での高さが4 3～4 5 c mあることから見ると、一番
の大型品とほぼ同サイズで水輪が扁平な印象を受けるものの火輪が高く反りが大きく造られてい

ること、火輪の頂部が平らであること、梵字も大きく全ての輪に入る可能性が高いことから見る

と、8 4の火輪を除いた8 3・8 5の砂岩製五輪塔は、緑色凝灰岩製五輪塔のコピーといっても良いも

ので時代も然程降る製品ではなく、反花座は確認できなかったが西楽寺砂岩製五輪塔と同時期の

ものと考えてよいだろう。8 4が組み合わせになるかどうか疑問であるが、西楽寺の砂岩製五輪塔

から推測すると源朝長・橘逸勢供養塔と同じく３基一対の五輪塔組み合わせになると推定される。

（３）小　結
以上のように中世における飯田荘・山名荘域の出現期の石塔についてまとめると、安山岩製五

輪塔と宝篋印塔については確認できなかったので、緑色凝灰岩製と砂岩製の五輪塔に限定できる。

緑色凝灰岩製五輪塔は崇信寺や鈴木邸裏山中世墓で確認できた時代が降ると思われる高さ5 0 c m

前後になる小型品を除くと、幅3 5 c m前後、高さ9 0 c mの大型品を中心とする大・中・小型の３基

一対の組み合わせになる故事来歴のある敗者としての人物を媒介とした源朝長・橘逸勢供養塔が

特徴的に見られた。西楽寺や本立寺の砂岩製の五輪塔についても同サイズの３基一対の五輪塔で
あった可能性が推定され、同一の仏教の布教活動に利用された石塔であった可能性を指摘してお

きたい。

源朝長供養塔に関しては供養塔を管理する寺院である積雲院、鎌田兵衛供養塔でも萬福寺が同

時に建立されていることから見ても、橘逸勢供養塔にも併設の寺院か仏堂が建立された可能性が

高いと考えたい。こうした３基一対の五輪塔を使った何らかの仏教の布教活動は、西楽寺や本立

寺の砂岩製五輪塔で見る限り、故事来歴のある人物を介在させない五輪塔として有力寺院内に取

り込まれたとも考えられるが、崇信寺や宝太寺の緑色凝灰岩製五輪塔がそれに当たるのかどうか
は残存した資料が少なく明らかにできなかった。少なくとも、西楽寺が現在でも改宗することな

く真言宗の有力寺院としての法燈を保ち続けられたことを考えると、これらの石塔を介した布教

活動に真言密教系の仏教集団が介在していたものと考えたい。

（松井）

（19）
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森町崇信寺で確認できた緑色凝灰岩製の五輪塔を第７図7 7～8 0に図示した。北島恵介氏のご教
示によると、この石塔は付近の墓地から持込まれ、墓地は在地領主の山内氏や飯田氏との関係も

指摘されている。空・風輪から見ると３個体が確認できるので、最低３個体の緑色凝灰岩の五輪

塔があったと考えられる。サイズから見ると7 8が同一個体と思われるが、地輪を欠く。8 0は水輪

のみであるが一番大きなサイズの石塔で水輪幅2 7 c m、高さ1 7 c mを計るもので、源朝長供養塔・

橘逸勢供養塔の一番小さいサイズの6 9や7 3の石塔と同サイズの五輪塔が想定され、高さ7 0 c m程

度のものとなろうか。梵字の具合から見て79が同一個体となるかも知れないがやや小振りである。

次に7 8は火輪幅2 3 c m、現存の高さ4 4 c mを計るもので、源朝長供養塔・橘逸勢供養塔の一番小さ
いサイズの石塔よりも、さらに小さい五輪塔が想定され高さ6 0 c m程度のものとなろうか。7 7の

空風輪も幅９c m、高さ1 3 c mの小型品で、これらはさらに高さ5 0 c m前後になる小型石塔になるも

のと考えらる。組み合わせから見ると大・中・小型製品での組み合わせとなりそうであるが、先

に紹介した源朝長供養塔・橘逸勢供養塔の組み合わせと比較すると、全体の大きさが違う点や、

梵字の描かれ方に統一制がない点などから、３基一対の組み合わせになる供養塔とは考えられな

い。79・80を除いて時代が降る製品であろう。

森町宝太寺で確認できた緑色凝灰岩製の五輪塔を第７図8 1に図示した。材質・サイズから見る
と、同一個体の緑色凝灰岩製五輪塔であったと考えられるが地輪を欠く。8 1は火輪の幅3 2 c m、水

輪幅2 8 c m、現存の高さ5 4 c mを計るもので、源朝長供養塔・橘逸勢供養塔の一番小さいサイズの

6 9や7 3の石塔と同サイズの五輪塔が想定され高さ7 0 c m程度のものとなろうか。空風輪と火輪の梵

字は省略されるものの、源朝長供養塔・橘逸勢供養塔とほぼ同時期の製品と考えてもよいだろう。

森町高屋敷遺跡（鈴木邸裏山中世墓）で確認できた緑色凝灰岩製の五輪塔を第７図8 2に図示し

た。火輪のみで、幅1 7 c mを計る小型品である。崇信寺で確認された最小の五輪塔である高さ

5 0 c m程度のものとなろうか。時代としては源朝長供養塔・橘逸勢供養塔よりも明らかに降る製品
と考えてもよいだろう。

最後に古手の砂岩製五輪塔を紹介したい。袋井市西楽寺墓地に所在する３基の砂岩製五輪塔を

第７図7 4～7 6に図示した。サイズから見ると7 4は完形品と思われるが、7 5と7 6は何れも火輪を欠

く。7 4は完形品で火輪幅3 2 c m、地輪幅3 1 c m、高さ9 8 c mを計るものである。火輪と地輪幅は１

c m程度しか違わず源朝長・橘逸勢供養塔とは異なる造作であったと考えられるが、サイズとし

ては反花座を外すと高さ8 8 c m程度にはなるため一番の大型品とほぼ同サイズで、火輪が高く反

りが大きく造られている点はからは同形態の製品であることが確認できた。梵字は全ての輪に施
されるが、緑色凝灰岩製五輪塔の梵字と比較すると何れもかなり小さく時代が降る製品にも見え

るが、反花座の形態は江戸時代の墓塔には見られないものである。反花座は中央の花弁が両側の

花弁に被るなどの新しそうな要素もあるが、当地域に分布する古手の宝篋印塔の反花座を模した

第8図　西・中遠江古式石塔実測図8 （86～90 一の谷　91 見付）
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0 40cm
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第7図　西・中遠江古式石塔実測図7 （74～76 西楽寺　77～80 崇信寺　81 宝太寺　82 高屋敷　83～85 本立寺）
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第6図　西・中遠江古式石塔実測図6 （67 定光寺　68～70 積雲院源朝長供養塔　71～73 用福寺橘逸勢供養塔）
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67

安山岩Ａ

71
緑色凝灰岩

70
緑色凝灰岩

73
砂岩72

緑色凝灰岩 0 40cm

（16）



29

て捕らえられ伊豆に流罪（後に冤罪と判明）になる途中、遠江国板築駅で没したと伝えられる人

物である。板築駅は三ヶ日町日比沢とする説もあるが、供養塔の存在する地は古代において近年

周智郡衙として注目されている稲荷領家・春岡遺跡が所在し、古代においては郡衙と駅家が併設
される場合が多いことから見ると、山梨地内に駅家が存在していた可能性も大いに考えられる。

源朝長供養塔は江戸末期に編纂された『遠江古迹図会』においても、積雲院の門前に描かれて

いる有名な供養塔である。源朝長は源義朝の次男で、鎌倉幕府を開いた頼朝の兄にあたる人物で

ある。平治元年（1 1 5 9）の平清盛中心とする平氏と源義朝を中心とする源氏の争いである平治の

乱で、源氏方が敗北し京を逃れた朝長は岐阜県（青墓）で自害し家臣の大谷忠太が朝長の首を故

郷の大谷の地に埋めたと言われており、積雲院は兄朝長のために頼朝が建立したとも伝えられて

いる。鎌田兵衛供養塔に関しても石塔を供養するための萬福寺が建立されており、同一の経緯・
歴史的背景が存在し造立された供養塔と考えられる。おそらく、橘逸勢供養塔に関しても供養塔

に係わる仏堂か寺院が存在していた可能性が考えられる。

以上袋井市・森町域の出現期の石塔に関しては、太田流域に散在分布する状況が見て取れるが、

寺院に関係したものと故事来歴のある人物の供養塔の一群が注目される資料である。

（２）石塔の説明
袋井市・森町域の出現期の石塔については第６図・第７図に示した。まず、袋井市積雲院の源

朝長供養塔の３基の石塔を紹介したい。第６図6 8～7 0に図示したもので、３基とも緑色凝灰岩製
の五輪塔で、サイズから見ると何れも完形品と思われる。7 0は一番大きなサイズで火輪幅3 8 c m、

地輪幅3 4 c m、高さ9 0 c mを計るものである。火輪と地輪幅が４c m程度異なっている点が気になる

が、極めて材質の近い石材で造られているように見られるため同一個体の誤差の範囲と見たい。

6 8は火輪幅3 6 c m、地輪幅3 2 c m、高さ8 1 c mを計るものである。6 8についても火輪と地輪幅が４

c m程度異なることから7 0とともに火輪を大きく見せる造作であったとも考えられる。ただし火

輪の部分についてはやや扁平な印象を与える。6 9は火輪幅3 0 c m、地輪幅2 8 c m、高さ7 1 c mを計る

ものである。6 9も火輪のサイズが２c m大きい特徴がある。梵字に関しては6 8と6 9が類似し7 0と
はやや異なる字体であるが、何れも空風輪の梵字が省略され、火輪の幅が大きくなる特徴から、

大きさに関係なく３基一対の同時造立と考えたい。

ちなみに、絵図から推定すると石塔に向かって（南より？見て）左側の一番大きい7 0が義朝、

中央の次に大きい6 8が義平、右の一番小さい6 9が朝長ということになる。しかしながら、現在の

位置は石塔に向かって（南より見て）6 8が左、7 0が中央、6 9が右で、6 8と7 0が入れ替わっている

可能性が指摘できるが、これは絵図の大きさが正しい前提での推測である。

つぎに、袋井市用福寺の橘逸勢供養塔の３基の石塔を紹介したい。第６図7 1～7 3に図示したも
ので、7 1と7 2の２基が緑色凝灰岩製、7 3の１基が緻密な砂岩製の五輪塔である。サイズから見る

と7 1は完形品と思われるが、7 2と7 3は空風輪・火輪を欠く。7 1は一番大きなサイズの石塔で火輪

幅3 6 c m、地輪幅3 2 c m、高さ9 0 c mを計るものである。火輪と地輪幅が４c m程度異なっている点

は、源朝長供養塔と同じく火輪を大きく見せる造作であったと考えられる。さらに、7 1は7 0とは

ほぼ同サイズ、同形態の製品であることが確認できた。7 2は地輪幅2 9 c m、水輪までの高さ4 9 c m

を計るものである。おそらく高さ8 0 c m程度にはなる製品で源朝長供養塔の6 8のサイズに近いも

のと考えられる。7 3は地輪幅3 2 c m、水輪までの高さ4 2 c mを計るものである。これもおそらく高
さ7 0 c m程度の製品で6 9のサイズに近いものと考えられる。梵字に関しても中・小サイズの7 2と

73が類似し71とはやや異なる字体であり、この点に関しても源朝長供養塔と類似した状況がある。

ただし、7 3については砂岩製品であるため後補の可能性も指摘できるものの、何れも梵字組み合

わせや大・中・小型品の組み合わせになることから見て、元来３基一対の同時造立と考えたい。

（15）
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じる内陸部の水運を利用した遠江国府や池田荘域への物資流通に関わるものとして考えたい。鎌

倉時代の遠江国守・守護が北条（大仏）氏、南北朝期が今川氏であることから考えると、北条氏

や足利氏支配した伊豆の安山岩製品、今川氏が支配した西駿河の焼津産緑色凝灰岩（当目石）を、
国守・守護から寺院が行う経済活動を保護された各寺院の布教活動や有力者や僧の墓石として利

用し、石塔を造立するための石材として入手することは容易であったと想定される歴史的背景が

見て取れる。また、比較的内陸部に分布が確認できる緑色凝灰岩製品については陸路での運搬も

考えられ、遠江において陸運と海運を掌握した政治・経済の中心地域としての遠江国府が所在し

た見付宿と、その周辺の池田荘域に緑色凝灰岩製品と安山岩製品が混在して存在する意義を見い

出したい。

なお今回の調査では、池田荘東南部に設けられた墓域が解体される過程で、墓地所属の出現期
の石塔が現在の竜洋町海老島や磐田市小島地域の各寺院に再編吸収された状況が確認できた。こ

れらの石塔の石材も、浅羽湊や掛塚湊を通じた海路からの搬入なくしては考えられない状況であ

ろう。

池田宿の石塔に関しては、行興寺の熊野御前の逸話に基づき安山岩製の供養塔が、妙法寺の応

永年間銘の宝篋印塔から比較すると1 4世紀末に造立されたことが判明した。熊野御前の逸話から

実に2 0 0年後の造塔であるが、これらの石塔の石材の入手経路についても掛塚湊や浅羽湊の海路

を考えないと理解できない状況であろう。

鎌田兵衛供養塔の紀年銘は今回の調査では明かにできなかった。史実では鎌田兵衛正清が磐田
市鎌田の出身者がどうか明らかではないが、源義朝とともに尾張国知多で殺害された来歴の持ち

主である。源朝長も後項のように源平の騒乱のなかで謀殺され、橘逸勢も古代の藤原氏との政権

をめぐり非業の死を迎え、いづれも騒乱の中で敗者として死亡するという共通の来歴をもつ著名

人の供養塔である点が注目される。江戸時代に確認できた鎌田兵衛供養塔の紀年銘が仮に正しい

ものならば、鎌倉時代末期の鎌倉政権の乱れから地方の世情も乱れ、石塔を使用した仏教行事に

より集団の結束力を保とうとした地方の人々の姿が想像される。

（木村）

４．袋井・森地域
（１）石塔造立の歴史的景観
袋井・森地域での石塔の分布は、太田川流域に沿って散在して分布する傾向が読み取れるが、

袋井市山梨とその周辺地域に分布の中心が読み取れる。すなわち、太田川流域においては中世寺

院として最も有力な西楽寺を中心とする地域である。西楽寺は現在でも真言宗の有力寺院であり、

県指定の江戸時代前期の本堂や藤原期の仏像などが伝来している古刹でもある。中世の西楽寺周
辺は山名荘に含まれ、袋井宿周辺部とともに中世山名荘の中心地域の一つであろう山梨地域の最

有力寺院となっている。

飯田の崇信寺については中世遠江において新興の曹洞宗の基礎を築いた如仲天　が応永８年

（1 4 0 1）に最初に開いた寺院である。江戸時代においては可睡斎が遠江の曹洞宗の中心寺院とな

ったが、崇信寺は当地域では曹洞宗の最古の寺院であるばかりでなく、飯田荘域における中心的

な寺院であったとも想定される。今回紹介する宝太寺や鈴木氏裏山中世墓に関しても飯田荘域に

属するものと考えられる。
これら寺院関連の石塔以外では、積雲院の源朝長供養塔や用福寺の橘逸勢供養塔などの有名人

物の供養塔として造立されたものが特徴的に見られた。磐田市の鎌田兵衛供養塔も一連のものと

して理解される。橘逸勢供養塔は現在の太田川にかけられていた板築橋の前身の木橋付近に存在

したと言い伝えられている。橘逸勢は承和９年（8 4 2）に起こった承和の乱の首謀者の一人とし

（14）
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石塔群である可能性が最も高いと考えられる。

5 9の安山岩製小型五輪塔の火輪は、浅羽湊に付属した万福寺墓地に見られたもので、小型品な

がら浅羽湊に関係した寺院に造立された石塔として評価されるものであろう。ちなみに海岸部
（第１～２砂丘列）に最も近い寺院のなかで、古式の石塔が確認できたのはこの資料だけで、現

掛塚地域内の寺院や浅羽町域の海岸部の寺院墓地では1 4世紀代の石塔どころか1 5世紀以降の石塔

もほとんど確認することはできなかった。おそらく近世の度重なる津波で流失してしまった可能

性が高いと考えられる。

第５図6 0～6 2は鎌田御厨地内の萬福寺境内（全久院末寺、現在廃寺）にあったとされる「鎌田

兵衛正清」の墓塔と伝えられる緑色凝灰岩製五輪塔３基である。さや堂中央に据えられた6 0の五

輪塔は、空風輪を欠失するものの現高は7 9 c m、火輪幅3 7 c m、水輪幅3 4 c m、地輪幅3 3 c mを計り、
おそらく復元高1 0 0 c m近くなる大型の五輪塔である。火輪と水・地輪幅が異なるため別個体の可

能性もあるが、梵字は同一の作風で刻まれているため同一個体と考えられ、水・地輪幅に対して

火輪幅が少し大きくし、石塔を美しく見せようとした造作と見たい。6 1は完品で、全高7 0 c m、

火輪幅2 7 c m、水・地輪幅2 3 c mを計ることから、6 0と同じく水・地輪幅に対して火輪幅を大きく

見せる特徴が見て取れること、梵字も各輪すべてに刻まれることから6 0と同一時期の製品と考え

られる。6 2は水輪が西三河産花崗岩製五輪塔の部材の再利用で完形品ではない。空風・火・地輪

に関しては梵字は刻まれていないものの6 1とほぼ同じサイズのものであることから見て、6 0～6 2

は同一時期で３基一対で造立された可能性が高い。今回の調査で全久院所蔵の萬福寺が描かれた
江戸時代絵図の写を実見することができ、鎌田兵衛供養塔が３基の五輪塔からなることが分かり、

他の墓石は描かれていないため萬福寺がこの供養塔のために建立された寺であることも判明し

た。なお、江戸時代後期に編纂された『遠江風土記伝』によると、この石塔には「永仁七年

（1 2 9 9）巳亥正月廿二口」の紀年銘があったと書かれているが、現在では風化のためか読み取れ

ない。この年号が正しいものならば、遠江地域に造立される緑色凝灰岩製五輪塔のうち鎌田兵衛

供養塔と同一の契機で造立されたと想定される袋井市の橘逸勢供養塔や源朝長供養塔などの３基

一対の供養塔群に関しての造立年代が1 3世紀末～1 4世紀の初頭の年代を与える根拠となるが、残
念ながら今回の調査ではそれを確認することはできなかった。

第５図6 3～6 6、第６図6 7は磐田市の見付から前野に移転した現在の定光寺で確認できた江戸時

代前半の安山岩製五輪塔で、6 3と6 7は一石五輪塔で僧墓に関するもの、6 4～6 6は組合式五輪塔で

特定家系墓塔群に所属する。遠江中部域で江戸前期の安山岩製墓塔としてはこれが唯一のもので

あるため参考品ながら掲載した。なお、遠江中部域の江戸時代前～中期の幅での安山岩製墓塔を

観察すると、石材としては安山岩Ａに限定されるため伊豆東岸北部域でも特定の石切場から持ち

出された製品であると考えられる。ちなみに寺伝によると定光寺は徳川家光よりの庇護を受けて
おりその年代が慶安二年（1 6 4 9）であることと、石塔に刻まれた年号に6 3・6 7の慶安二年銘、6 5

の慶安元年銘があることは無関係とは思えない。かつて今川範国墓塔が所在したと伝えられる由

緒ある定光寺に見合う墓塔群として注目される。

（３）小　結
中世見付宿（遠江国府・守護所）・池田荘（宿）にかかわる出現期の石塔についてまとめると、

石材については安山岩製品がほとんどで、緑色凝灰岩製品については見付宿や池田荘で僅かに認
められ、安山岩製品は五輪塔、宝篋印塔や宝塔などのバラエティが認められたのに対して、緑色

凝灰岩製品については五輪塔に限定される。安山岩製品については伊豆地域という遠隔地からの

製品という前提に立てば、やはり海路からの搬入という視点で見ることが妥当であろう。今回の

調査では浅羽湊関係の万福寺の石塔が注目され、外洋からの浅羽湊や掛塚湊を介した今之浦に通

（13）
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第5図　西・中遠江古式石塔実測図5
（50 十輪寺　51 千手寺　52 西法寺　53 正眼院　54 心光寺地蔵堂　55・56 法憧寺

57・58 心月寺　59 万福寺　60～62  鎌田兵衛供養塔　63～66 定光寺）
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第4図　西・中遠江古式石塔実測図4
（34～36 行興寺　37 西法寺　38～41 見性寺　42 西光寺　43～46 慶岩寺　47～49 福王寺
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輪塔の空風輪２基、火輪１基である。元は見付宿の定光寺（東光寺）に祀られていたものと推測

される。サイズから見ると4 7の空風輪は見性寺の4 0に匹敵するものであるのに対して、4 8の空風

輪と49の火輪はやや小型で47と比較すると時代が降る可能性がある。
8 6～9 0は一の谷中世墳墓群遺跡出土の安山岩製の五輪塔と宝篋印塔の部材である。同遺跡から

は200 点あまりの石塔の部材が出土しているが、古式のものとして8 6～9 0の安山岩製の石塔をあ

げて1 4世紀代の製品として位置付けている。出土地点も墓域北端東緩斜面部に集中している。

8 7・8 8の火輪の幅は2 6 c m前後の製品で見性寺の4 0の五輪塔よりも一回り小型のものである。8 6

の空風輪についても40の空風輪と比較すると小型であり、87・88と同サイズ五輪塔の部材である。

おそらく何れも高さ7 0～6 0 c mサイズになるものかと思われる。実見の結果、石材は何れも安山

岩Ｂであるが、個体別に見ると微妙に異なることから３基とも別個体の部材と考えられる。9 0の
宝篋印塔の笠部分については、隅飾りは直立するものの内部のΣ文様は沈線化しており、1 5世紀

代に降る可能性が高いものと考えられる。ほかに安山岩製の宝篋印塔基礎１点が報告されている

が、今回の実見結果からは砂岩製品であることが判明した。なお、9 1の安山岩製五輪塔の空風輪

は見付出土のものとされるが詳細な出土地点は不明である。しかしながら、一の谷中世墳墓群遺

跡からの出土の可能性もあるため参考までに掲載した。石材から見ると安山岩Ａであるため、同

遺跡出土の安山岩製五輪塔とは別個体となる。サイズは8 6の空風輪とほぼ同じでさほど大型の製

品になるとはいえない。

つぎに、池田宿に関わる石塔について紹介する。第３図3 1～3 3、第４図3 4～3 7に示したものが
該当する。3 1～3 6はいずれも関東型式の宝篋印塔で、石材は安山岩Ａ～Ｃとすべて揃っている。

3 4・3 5は行興寺の「熊野御前」と「熊野御前の母」の墓と伝えられる墓塔である。3 4は「熊野御

前の母」の墓塔と伝えられるもので、全高1 5 8 c mを計り、反花座高2 2 c m、反花は複弁二葉で塔

身の四面に阿弥陀仏を配しており、笠は笠下二段、軒上五段である。35は「熊野御前」の墓塔で、

全高1 5 1 c mを計る、反花座高1 9 c mを計るほか反花座や塔身、笠は同形態である。3 3についても

相輪部は欠失しているがこれら２基と同形態であるが、やや小型で現高6 0 . 8 c mを計る。基礎には

「応永□年□八月□日」の紀年銘がかすかではあるが読み取れる。『豊田町誌』によれば、応永年
間は1394年～1427年であることを考慮し、この宝篋印塔の反花が退化傾向を示していることから、

3 3を1 5世紀初頭の製品とし、3 4・3 5については3 3より古相を示していることから1 4世紀末の時期

と推定されている（清水尚　1 9 9 8）。3 7は行興寺に隣接する西法寺墓地で発見した安山岩製五輪

塔の火輪で、2 8 c mを測ることから高さ7 0 c m程度の大きさの五輪塔になるであろう。西法寺は時

宗の寺院ではないため、安山岩製の石塔が池田宿の時宗以外の寺院にも見られるものとして注目

したい。

第５図5 0～5 9は池田荘に関わると思われる石塔である。5 0は十輪寺墓地にある緑色凝灰岩製の
五輪塔で、火・水輪に、月輪を伴う梵字が刻まれている。火輪までの現高は80cm、火輪幅35cm、

地輪幅3 3 c m、同高3 3 c mの正方形の地輪を呈するが、全体としては縦長の印象を受ける大型の五

輪塔である。火輪には月輪がないため別個体の製品とも考えられるが、サイズとしては水・地輪

とほぼ一致するため同一個体として紹介しておきたい。

安山岩製の五輪塔の部材は、今回の調査で5 1の千手寺、5 2の西法寺、5 3の正眼寺、5 4の心光寺

地蔵堂、5 5・5 6の法憧寺、5 7・5 8の心月寺等の集中した地域の寺から多数確認できた。5 4の空風

輪は見性寺の4 0の五輪塔よりも大型で高さ1 0 0 c m以上になる五輪塔の部材になる可能性はあるが
梵字は刻まれていない。5 1の火輪は、幅2 8 c mであるため高さ7 0 c m程度にはなりそうな五輪塔の

部材であろう。その他の空風輪や火輪はいづれも小型であり、高さ7 0 c m以内になる小型の五輪

塔の部材であろう。このようにごく狭い範囲の寺院墓地に多数の安山岩製五輪塔が見られる原因

としては、冒頭でも述べた通り　嶋（現海老島か？）にあったとされる池田荘墓地から散逸した

（10）
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勢力を懐柔しようと画策を試みている。遠江国府の有力在庁官人の一人である勝間田氏は、時宗

に帰依し本貫地の時宗寺院である清浄寺を菩提寺としている。遠江国内には時宗寺院が1 3ヶ寺あ

り、うち改宗・開基とされる寺院は６ヶ寺である。見付宿内では西光寺、省光寺、蓮光寺（廃寺）
が時宗寺院であり、省光寺末寺のひとつに池田宿の行興寺があげられる。改宗した寺院はいづれ

もかつては真言宗や天台宗などの密教系の寺院であった。時代は降るが今回紹介する磐田市の源

義朝の従者鎌田兵衛正清の供養塔、袋井市の源朝長供養塔も、時宗の宗教政策に関係したものと

いえようか、今回この点も検討課題としたい。

鎌倉幕府滅亡以降南北町期に遠江国守・守護となったのは足利一族でも名門である今川範国で

ある。範国は見付で没したとされる人物で、法号である「定光寺」はかつて見付にあったとされ

ている（『駿河誌料』）。現在福王寺に所在する今川範国供養塔は、この定光寺から移されたもの
である。また、今回江戸時代の石塔について報告する磐田市前野に所在する定光寺がそれである。

室町時代になると今川氏から斯波氏へと遠江国守・守護の職が代わり、国守・守護や守護代も

遠江国にいない状態が長く続くものの、在庁官人層を中心として領国内の津湊や陸路の道路網の

整備がなされることにより経済の統制が図られ安定した時代を迎えた。また、戦国時代になると

遠江国には再び駿河今川氏の勢力が進行し始め、今川氏による舟役の免除を行うことにより寺院

勢力の経済的な保護が図られた。

以上のように、遠江国府・守護所（見付宿）、池田荘（池田宿）に所在する寺院は、代々の遠

江国守・守護により保護されることにより統制を受けていたものと考えられる。今回紹介するこ
とのできた出現期の石塔が、遠江国外の伊豆や焼津といった遠距離地から運ばれてきた石材によ

り造られていた歴史的背景の一旦として、代々の遠江国守・守護による宗教政策が表れているも

のと推測されるのである。

（２）石塔の説明
磐田市・豊田町域の石塔については、第３図～第６図及び第８図に示した。まず、見付宿にか

かわる石塔について紹介する。第４図3 8～3 9及び第８図に示した。石材は4 4を除いてすべて安山
岩製である。3 8～4 1は見性寺の五輪塔で、このうち4 0・4 1は完形品と思われた組み合わせのもの

であるが、仔細に観察すると火輪幅3 2㎝に対して、地輪幅が2 8㎝と小さく石材も地輪が安山岩Ａ

であるのに対してそれ以外は安山岩Ｂとなるため、今回の調査で別個体であると考えた。おそら

く、石材とサイズから見ると3 9と4 1が組み合わせになると考えられる。3 9は火輪の幅は3 0㎝近く

なるが高が低く反りが大きめであるため、4 0よりも少し時代が降る可能性を指摘したい。3 8の空

風輪は4 0の空風輪と同じサイズであることから、高さ8 0㎝以上の安山岩製の石塔が見性寺には３

基も存在していたと想定される。
42は西光寺にある関東型式の宝塔で、相輪と基礎を欠失しているが現高97㎝を計るものである。

塔身の扉の表現は省略され、四方に梵字が刻まれ、軸部に高欄、台部に柱形４本が設けられてい

る。反花座の格狭間は二区を配し、反花は複弁二葉である。なお、本間岳人氏はこの宝塔に関し

て鎌倉の嘉暦二年（1 3 2 7）銘塔と比較し、格狭間の退化傾向や塔身の扉の省略などから、南北朝

期初頭の造立年代を推定している（本間岳人　1998）。

4 3～4 6は慶岩寺の五輪塔火輪と宝篋印塔基台である。4 3はかなり欠損しているものの現存の範

囲から見て見性寺の4 0とほぼ同じサイズの安山岩製の五輪塔になるものと考えられる。4 4は緑色
凝灰岩製の小型五輪塔の水輪で比較的丁寧な梵字が刻まれているため、時代は然程降らないもの

と考えたい。4 5・4 6は関東型式の宝篋印塔の基礎で、サイズ的には2 2や3 3と同様にやや小型の部

類に属するもので15世紀初頭に降る可能性のある製品であろう。

4 7～4 9は現在、福王寺にある今川範国墓と伝えられる墓塔の付近に置かれている安山岩製の五

（9）
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多い。内陸部でも陸上交通だけでなく、舟を利用した水上交通網が重視されていたことを示し、

出現期の石塔を残す寺社はこうした権益の集積地の周辺部に存在しているように見える。太平洋

岸には前述した掛塚湊のほか、馬込川河口部に田尻や白羽などの複数の湊があって盛衰を繰り返
していたと考えられる。これらの湊に集散した物資は河川を通して、それぞれの上流に位置する

荘園の中枢部とネットワークを形成していたはずで、石塔の分布もそれを示すひとつの証左とな

り得よう。

池田荘のうち、浜松市域内には目立った石塔が現存しない。次項に紹介されているように天竜

川東岸の状況とは異なっている。立券状によれば東岸にあたる現竜洋町海老塚から磐田市小島に

比定される坪に、唯一「墓」という記載がある。土地利用上目立つ塚があったと考えられるとこ

ろで、塚墓推定域周辺部には安山岩製石塔が多数現存していることが今回の調査で判明した。ま
た、立券状からは立荘時の池田宿が浜松市飯田地区付近と推定されるのだが、豊田町池田付近に

複数の出現期の石塔が現存することが判明した。石塔造立時期までに池田宿の衰退と移転があっ

たことを窺うことのできる資料となったのである。

（太田）

３．磐田市・豊田町地域
（１）石塔造立の歴史的景観
磐田市・豊田町地域での石塔の分布は、○１磐田市西南部（旧長野村）・豊田町（池田）・竜洋

町北部、○２磐田市見付地区の２箇所に分布している。これら２箇所は、中世には○１池田荘・池田

宿、○２見付宿（国府・守護所）が存在したところである。

池田荘の成立は明らかではないが、嘉応三年（1 1 7 1）二月の遠江国池田荘立券状（「松尾大社

文書」）によれば、長承年間（1 1 3 2～1 1 3 5）には荘域は成立していたと推定されている。荘域の

東の境を天竜川としていたことが、『東関紀行』、『十六夜日記』などより明らかである。その範

囲は、豊田町を中心として浜松市・竜洋町・磐田市に渡る広域な範囲をもつ荘園であった。立券

状から見ると地目には田、畠、河、浜などのほか　嶋に墓地があった記載が認められ、墓地につ
いては太田好治氏らの考察によると、現在の竜洋町海老島にその存在が推定されている（谷岡武

雄 1966、太田好治 2001ほか）。ちなみに、今回調査した第１表25～31の寺院がこの墓地に関わ

る地域に該当していると考えられる。

見付は平安時代に遠江国府が所在し、中世にはあわせて守護所が置かれていた遠江国の中心地

である。平安時代末期の保元の乱（1 1 5 6）以降、平宗盛、基盛、信業などの平氏一門が相次いで

遠江国守となり、この地域に平氏の勢力を根付かせた。重盛（法名＝城蓮）が平清盛の冥福を祈

るための三ヶ寺である蓮福寺・蓮城寺・蓮覚寺を造営したと伝えられていることは遠江国府での
平氏の勢力の一端を示す逸話であろう。見付宿の西北（乾）の方向に一の谷中世墳墓群が築かれ

始めたのもこの時期で、被葬者はこの地を実質支配した在庁官人（目代）、後に見付町衆へと変

遷したものと推定されている（磐田市教育委員会　1 9 9 3）。一の谷中世墳墓群遺跡からも何基か

の石塔が出土しており、今回そのうち初期の造立と考えられている安山岩製の石塔を紹介する。

このほかに、池田宿には平宗盛の妾である「熊野御前」、池田荘の千手堂には平重衡と遊女で

ある「千手の前」との物語が伝えられている。なお、豊田町行興寺には今回紹介する「熊野御前」

と「熊野御前の母」の墓碑が祀られ、磐田市小島には「白拍子」「千手堂」「野箱」などの「千手
の前」にまつわる地名が残されている。

鎌倉幕府が成立すると遠江地域の平氏勢力を一掃しようとした源頼朝は、安田義定を遠江国守

としたが、義定勢力拡大を恐れた頼朝の謀略により義定は失脚した。以後鎌倉幕府滅亡まで遠江

の国守・守護は北条氏一門の大仏氏が歴任することになる。大仏氏は時宗を保護して在地の武士

（8）
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（３）小　結
浜北市域では浜北市史編纂事業による悉皆調査がなされ報告されているが、浜松市域ではそこ

までの精度に至っていない段階であることをまず打ち明けておく。ただし、浜松市域においても

目的は異なるが、市民と共に組織した浜松市石造文化財調査会の報告書を参照し（浜松市石造文

化財調査会　2 0 0 1）、とくに古い段階の石塔で大きな遺漏はないと判断している。戦災で市街地

の寺院が壊滅していること、墓地整理が進んで石塔残欠が処分された可能性も考慮しなければな

らないが、比較的石塔の造立が少なかった地域といえるだろう。
浜北市域では平野北端部を占める岩水寺を中心とする密教系寺院群が、初現期の石塔の導入に

あたって大きな役割を果たしたと考えられる。現存例は少ないが、西方からの先駆的な石塔を導

入した後に、駿河地域の石材（緑色凝灰岩）と石工による石塔導入の経路を開いたようである。

積極的に見ればこうした経路は学園寺付近まで及んだが、それより南の美薗御厨をはじめとした

各荘園領域内にはあまり影響が見られない。もっとも石塔出現期である鎌倉末期～南北朝期には

美薗御厨の実体はなく、いくつかの郷に分かれていたようである。

蒲御厨以南では各荘域の有力寺社に古い石塔が散見できる。ほとんどは伊豆産の数種類の安山
岩であり、浜北市域の石材と明確に区別ができる。これらの石材による石塔は、別項にもあるよ

うに海上交通により海岸部から内陸部に流通させたとの考え方を追認する状況である。ただし、

掲載した石塔が所在する荘園も寺社の宗派もそれぞれ異なることから見ると、在地の特定の荘園

領主や宗派の寺院が単独で形成した経路とは考えられない。寺院経営のための勧進のひとつの形

式を表す状況といえるだろう。

浜松荘域の都田川水系にあたる龍雲寺五輪塔は特徴的である。佐鳴湖以西以北は、先述したよ

うに密教系寺院群が卓越していた範囲で、龍雲寺は新興勢力の臨済宗である。寺伝にいう年代に
合致する石塔の存在は、当地域において供養塔の造立が一宗派に偏在した事業ではなかったこと

を明確に示している。

西伝寺は当地域における浄土宗の嚆矢であり、開祖法然を充分に同時代の人物として認識でき

る時代に造営された寺院である。後代には川勾荘頭陀寺の城館に居を置いたという松下氏の帰依

を得るなど、周辺有力層の寄進を得ていたことが容易に想像できる。

龍禅寺は浜松荘、とりわけその中心都市「ひくま」の一画を占めていたことは確実で、街道筋

にあって門前に市をもつ真言宗の有力寺院であった。寺伝による創建年代は平安時代とされ、墓
地には江戸時代のものも含め多彩な石塔が現存するが戦災にあっている。

本光寺は川勾荘の中核たる頭陀寺と比べると現状では特色はないが、現在の天竜川本流の河口

付近西岸に位置し、対岸に竜洋町掛塚を臨むことができる。掛塚付近は中世において外洋に面し

た湊として栄えていたと考えられる。寺には石塔の来歴は伝わらないものの、掛塚湊を管理して

いた有力者が寄進した石塔であることが推測される。

ここで冒頭の景観において概述したように、当地域の地形形成をふり返ってみてみたい。石塔

造立が開始される前後の地形は、現況とは大きく異なっていたはずである。江戸時代の絵図でも
大天竜と小天竜に分流していた天竜川は、この時代にも自由な流れもつ大河川として存在したは

ずである。また、堆積の進んでいない下流・河口域には多数の湿地・沼・潟湖が形成されていた。

内湾化した河口域では河川が大きく蛇行し、現馬込川や芳川に見られるような屈曲部が生じ、河

岸（内陸津）として利用されていたのであろう。浜松荘の都市「ひくま」は、当時の天竜川本流

のひとつ、川幅の広かった現馬込川と中世の東海道が交差する場所に発達した。船越や早馬の地

名はこの頃の名残である。龍禅寺の位置は「ひくま」南端の河川屈曲部にあたって、さらに下流

にあった外洋と結ぶ湊からの物資を陸揚げさせる要衝にあったと考えられる。ここまで掲載した
浜松市内の寺社のほか、荘園内の有力居館も想定される旧河川や湖沼の沿岸部に位置することが

（7）
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第3図　西・中遠江古式石塔実測図3
（17～21 龍禅寺　22・23 本光寺　24 かなきんさま　25～29 西伝寺法然塚　30 妙恩寺　31～33 妙法寺）
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第2図　西・中遠江古式石塔実測図2
（6～8 報恩寺　9 竜守院　10～12 学園寺　13 自徳院　14 安楽寺　15 西隠寺　16 龍雲寺）
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第1図　西・中遠江古式石塔実測図1 （1・2 岩水寺　3 大屋敷中世墓　4 安泰寺　5 西光寺）
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領主と同じ名を残していた。このほか、当時の宿や津、町屋に所在したであろう寺社や、領主の

寄進を受けた寺社にも注目しておく必要がある。

（２）石塔の説明
この地域の古い石塔のうち、浜北市域に現存するものについてはすでに『浜北市史』原始・古

代・中世編に集成されている（松井・木村　2 0 0 4）。特徴的なのは岩水寺とその周辺に点在する

花崗岩と緑色凝灰岩の石材による石塔の一群である。岩水寺境内の五輪塔１は、地域内でとくに

古い石塔の可能性がある。花崗岩製五輪塔の部材４が安泰寺墓地にも見られるので、岩水寺の宗

教圏内と捉えることができる石塔である。緑色凝灰岩製五輪塔については学園寺（覚園寺）の1 0

～1 2まで見られるが、それ以南では花崗岩と緑色凝灰岩の石材は認められない。学園寺付近に荘
園が成立していたかどうかは不明で、これらの石材を使用した石塔の導入には、産地からの流通

を含め岩水寺の関与を候補としてあげておきたい。

美薗御厨の領域と考えられる地域から以南には、安山岩製の石塔が際立つ。このうち、美薗御

厨にあたる自徳院には、遠江唯一の多層塔の1 3が部分的ながら残存するし、1 4・1 5の寺島地区の

安山岩製大型宝篋印塔も注目される資料である。浜松荘域にあたる入野町龍雲寺には浜松市最大

の安山岩製五輪塔の1 6が造立されている。1 4世紀代の石塔と考えられ、南朝に関わる皇子の墓塔

と伝えられていることと年代的には矛盾しない。この石塔については『浜松市博物館報』1 4号に

も実測図を掲載した（鳥居正俊　2 0 0 1）。現状では地輪が横置きされている状態であるが、本来
の姿に戻して実測図に掲載している。ほかの浜松市域の安山岩製五輪塔については、このほか部

材ながら浜松荘域の龍禅寺の1 7～2 1と、蒲御厨域と推定される西伝寺法然塚の2 5～2 9の石塔が見

られた。現在はいずれも別個体と重ね合わされている部材のまま安置されている。法然塚は西伝

寺の宗派である浄土宗の開祖を祀る塚で、もともと同寺の周辺にあったのは確実であるが現位置

に移動しているという。さらに、その他の石塔も寄せられてきたもので数種類の石塔の部材が混

在している。なお、西伝寺墓地内にも1 5世紀以降の石塔の部材が多数存在し、全体的に中世石塔

類の残存数が少ない浜松市域の寺院のなかでも特異な様相を示している。
安山岩製宝篋印塔については、川勾荘内の本光寺の2 2と2 3があげられる。2 2については同一個

体ではなく、安山岩Ａ～Ｃが確認できるため同サイズの宝篋印塔が最低３個体あったと思われる。

2 3が3 3の反花座に類似することから1 4世紀末～1 5世紀初頭、2 2は小型ながら2 3・2 4に類似するた

め1 4世紀後葉に造立されたと考えられる。豊町服部神社の参道脇にある地元で「かなきんさま

（金金様）」と呼ばれている祠の中に安置されている砂岩製宝篋印塔の2 4は、この地域唯一の関西

型式の宝篋印塔である。部材ごとにわかれてはいるものの基礎が欠失しているだけで、現行高

1 1 0㎝を計る大型の宝篋印塔である。祠を管理している旧家によると、祠の台座部分はもともと
塚で改築時に壺が出土し祠の台座内に納めてあるという。蔵骨器とも想像されるが、経塚の可能

性も考えられる宗教施設が存在していたと思われる。なお、神社の名前が示すようにこの地は羽

鳥荘の領域で同神社はその祭祀者であったと考えられる。石塔の形式や石材が今回の報告地域内

で唯一異彩をはなつ石塔であるが、このことと羽鳥荘と関連づけることができるかは他例がない

だけに現状では判断しかねる。

ほかに、天竜川町妙恩寺の安山岩製一石五輪塔の3 0は本論の時代を逸する江戸時代前期の石塔

であるが、本地域で発見できた唯一の安山岩製一石五輪塔なのであえて掲載した。妙恩寺は日蓮
宗の寺院で、蒲御厨内端和（橋羽）村と称した町屋の東端に所在する。江戸時代の絵図には塔頭

４寺を門前に連ねた有力寺院であった。梵字の代わりに妙法蓮華経などが刻まれていることから、

同寺で妙号などを刻んで墓碑としたことがわかる資料である。元禄元年・六年（1 6 8 8・9 3）と戒

名が読み取れる夫婦墓で、一族の墓地内で供養が続けられている。

（3）
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深く刻まれた洪積世以来の渓谷と捉えることができる。この渓谷は、天竜川の堆積作用により急

速に埋没したわけだが、現地表に見える天竜川と各支流が固定したのはごく最近のことで、近世

以前はその治水対策の成否にかかわらず流路が変貌してきたであろうことは想像に難くない。ま
た、旧流路跡や後背湿地の分布から、渓谷の埋没過程で湿地や湖沼が多数点在していたことは確

実である。本論の時代を検討するにあたり、現況と異なる水辺の空間を想定しておく必要がある。

現況では西岸と東岸を二分し行政区の境となっている天竜川本流も、もとよりこの姿ではないた

め、本項と次項の区分も便宜的な部分がある。

後者の浜名湖岸の世界は、広い湖水と台地に入り組んだ湾奥の小平野が点在し、前者とは一線

を画する。遠江と三河との国境にあたる山腹で発掘された大知波峠廃寺をはじめ、密教系の寺院

が数多く現存し、また山中に存在した伝承が残されている。浜名湖は15世紀に起こった「今切れ」
によって南岸砂丘が決壊し、太平洋とつながり汽水湖に変化したという。この地形変化が経年的

におこっていたとしても、淡水湖から汽水湖への漸移と、南部を中心とする陸地の減少、交通路

の変化は本論の時代を検討する上で大前提となる。

浜名湖岸の地域は、前項で出現期とした石塔のまとまった事例を掌握していない。悉皆調査を

経ているわけではないので確実ではないが、点数は少ないものと予想している。ただし前述した

ように、密教系寺院が数多く存在し他宗派の寺格の高い寺院も立地することから、今後の調査が

必要な点は認識している。浜松市域では舘山寺町の湖岸に1 5世紀後葉に造立された市域最大の宝

篋印塔がある。真言宗寺院だった舘山寺と内浦をはさんだ大草山、さらに瓦塔片が採集されてい
る根本山は、対岸からつづく古代宗教ゾーンであった。

本項では前者の天竜川下流の平野部右岸に限って言及する点をご容赦願いたい。天竜川右岸で

目立つ宗教的空間はまず岩水寺周辺である。この平野の北端に位置し、山塊を背後に寺域を展開

している。岩水寺の現宗派は真言宗、寺伝にいう創建年代は８世紀代であるが、確実な創建年代

がどこまで遡るものかの確証はない。この山腹と三方原台地の東縁、磐田原台地の西縁には千基

を越す古墳群が築造されている。また、岩水寺の北東には勝栗山・泉中世墳墓群があり蔵骨器な

どが採集されている。古代以来の墓域という意識の継承と寺院の造営と新たな造墓域の形成とを
関連づけて考えたい地域である。浜北市域には岩水寺のほか古い創建年代を伝える寺院は見られ

ないが、岩水寺の塔頭の展開は充分に考えられるところで、さらに市域南部でも密教系寺院から

の改宗年代を伝える寺院があると思われる。

浜松市域では、浜名湖岸の山岳密教系寺院と対比するように、古代東海道筋に密教系寺院が里

の寺として点在する。また、中世には町屋を中心に新仏教が教線を展開している。浜北市南部か

ら浜松市域には、古代末～中世にかけての多数の荘園が成立した。美薗御厨や蒲御厨などの伊勢

神宮の荘園が多いのも特色である。浜松荘や池田荘、川勾荘などは、当時の文書に残された地名
と現存する地区名、地区界を対照することで、おおよその荘域を再現することが可能である。池

田荘は浜松市東部から天竜川対岸の現磐田郡豊田町・竜洋町・磐田市西南部を含む広大な荘園

で、立荘時の領主であった京都府松尾大社に残る「立券状写」によって坪付や作付の内容が判明

している。この荘園の範囲が従前の条里制を踏襲しており、境界を接する荘園や御厨の名称も表

現されているので、この地域の荘園の境界がそれぞれ条里にのっとった直線界であったことが推

定できる。また、立券状には天竜川が池田荘の東限と記されているので、1 2世紀の天竜川本流が

現況よりもかなり東寄りだったことがわかる。後世の河道変化で、池田荘と下流の川勾荘は荘域
の中枢部を分断されているのである。

これらの荘園の中には、祭祀の中核をになった寺社が明らかなものがある。川勾荘の現地荘官

だった頭陀寺はその例である。頭陀寺に近い四十六所明神の祭祀圏は、川勾荘域とよく重なって

いる。同様に蒲御厨における蒲神明宮、池田荘における松尾大明神も祭祀圏の追跡が容易で荘園
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遠江西・中部地域の中世石塔の出現と展開
－静岡県下における中世石塔の研究１－

松井一明　太田好治　木村弘之
１．はじめに

遠江地域においても無数の中世石塔が存在しているものの、近年菊川町や浜北市域のように悉

皆調査がなされた報告（桃崎祐輔　2 0 0 0、松井・木村 2 0 0 4）や本間岳人氏が取り上げた遠江地

域の宝篋印塔研究のほか、磐田市一の谷中世墳墓群の発掘調査に関わった加藤恵子氏が報告書で

石塔の分析をし、静岡県考古学会の中世墓シンポジウムにて遠江地域の中世石塔の体系的な研究

発表をしたが文章化されることはなかった（加藤恵子　1993・1997）。

このように中世石塔は墓制から見た中世史を語るうえで貴重な歴史（考古）資料であるにもか

かわらず、近年刊行された静岡県史でも取り上げられることはなく伊豆地域を除き実態は不明な

うえ、研究報告や論文も低調であると言わざるを得ない現状である。そこでこれらの状況を少し

でも打開するために、遠江中世石塔研究会を組織し遠江西・中部地域に分布する石塔の資料化を

計る作業を平成1 5年から継続的に行ってきている。本稿では所謂伊豆石と呼ばれる伊豆・箱根産

安山岩製石塔、当目石と称される焼津産緑色凝灰岩製石塔、近畿か美濃からもたらされたと考え

られる花崗岩製石塔などの遠距離地の石材で造られている初現期の石塔を紹介し、その造立され

た歴史的背景を模索したい。さらに、初現期の石塔を模倣したと見られる問題となりそうな初期

の砂岩製石塔の一部や、伊豆石の中に江戸時代初期の一石五輪塔についても論題からは外れるが、

中世石塔の終末と伊豆石の墓塔の流通を知るうえで参考となる資料であることから今回あえて掲

載した。

石塔の資料化にあたっては、一部の石塔は既に発表されているものは現地で更なるデータを加

筆し再トレースしたが、ほとんどの石塔は今回の調査で実測作業を行い資料化したものである。

また未発表の石塔の実測に関しては、執筆者の松井、太田、木村の３名のほかに石塔研究会のメ

ンバーである溝口彰啓氏（静岡県教育委員会）も参加している。石材に関しては執筆者らの肉眼

による識別であるため、細かな岩石名を明らかにすることはできないが、安山岩に関しては３種

類に分類することが可能であった。すなわち、安山岩Ａ＝黒灰色で白斑の結晶を含むもの、安山

岩Ｂ＝黒灰色で白斑と黒斑の結晶を含むもの、安山岩Ｃ＝小豆色で白斑と黒斑の結晶を含むもの

である。焼津市当目山産と考えられる所謂当目石は、桃崎氏によると緑色変岩と分類されたが、

今回の報告では一般的な岩石名である緑色凝灰岩に名称を統一した。執筆に関しては３名で各地

区で分担し、各項の文末に文責を示したが、考察の項目に関しては松井、太田、木村の３名が協

議して松井が文章化した。

（松井）

２．浜北・浜松市域
（１）石塔造立の歴史的景観
天竜川下流域右岸（西岸）の平野部分は、おおまかに天竜川およびその支流の水系と浜名湖を

含む都田川水系に分かれる。このうち前者は、現行の行政区画でいう浜北市と浜松市東部、後者

は湖西市や引佐郡３町、浜名郡３町、浜松市の西・北部にあたる。

前者の天竜川沿いの沖積平野と河岸段丘を中心とする世界は、三方原台地と磐田原台地の間に
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