
第 ６ 章 　 防 府 市 の 文 化 財 保 存 活 用 の 地 域 区 分

１ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 の 設 定

（ １ ） 地 域 文 化 区 分 の 考 え 方

　 本 構 想 は 既 述 の よ う に 、 文 化 財 を 中 心 に 周 辺 環 境 を 含 め た 総 合 的 な 見 地 で 地 域 文 化 を 捉 え る

こ と を 目 指 し 、 防 府 市 全 域 を 対 象 と し た 見 解 を 、 「 第 ４ 章  防 府 市 の 歴 史 文 化 の 特 性 」 と し て ま

と め ま し た 。 こ の 内 容 は 市 全 域 を 概 観 し て 導 き 出 し た も の で す 。 こ れ を 指 標 に し て 市 内 各 地 域

の 個 別 の 要 素 を 集 約 し て ま と め る 作 業 は こ れ か ら 本 格 的 に 進 め る こ と に な り ま す 。 そ の た め に 、

集 め ら れ た 文 化 財 情 報 の 所 属 地 域 を 明 示 し 、 環 境 に 即 し て 育 ま れ て き た 地 域 文 化 の ま と ま り を

表 わ せ る 地 域 区 分 を お こ な う 必 要 が あ り ま す 。

　 そ こ で 市 全 域 を 下 記 の と お り ９ つ の 地 域 文 化 に 区 分 し て 、 文 化 財 を 主 体 に 地 域 ら し さ を 表 現

す る こ と を 目 指 し ま す 。 こ の 地 域 区 分 は 自 然 地 形 や 歴 史 的 な 行 政 区 分 の 境 界 と 地 域 の 慣 行 等 を

参 照 し て 、 範 囲 の 大 き さ が あ る 程 度 均 衡 を 保 つ こ と を 意 図 し た も の で す [  図 1 1 7 ] 。 第 ３ 章 の

図 3 6  で 市 内 の 文 化 財 の 所 在 地 を 表 わ す 最 も 大 き な 区 分 と し て 掲 載 し た 範 囲 と 一 致 し 、 文 化 財

の 数 量 等 を 統 計 で 示 す 際 に 市 域 の 空 間 的 な 割 付 け の 基 礎 単 位 と な り 、 今 後 、 地 元 住 民 と 連 携 し

た 更 な る 文 化 財 の 総 合 的 把 握 調 査 の 調 査 区 と し て 使 用 し ま す 。

　 　 　 ◆ ◆  地 域 文 化 区 分 と 地 域 の 特 性 と な る 要 素  ◆ ◆

　 　  　 　 ① 松 崎 ・ 三 田 尻 地 域 　 　 段 丘 面 　 湾 岸 地 形 　 都 市 景 観

　  　 　 　 ② 牟 礼 地 域 　 　 　 　 　 　 大 平 山 　 氾 濫 原 　 天 井 川

　  　 　 　 ③ 右 田 地 域 　 　 　 　 　 　 花 崗 岩 山 地 　 佐 波 川 右 岸 　 扇 状 地

　  　 　 　 ④ 華 城 ・ 新 田 地 域 　 　 　 佐 波 川 三 角 洲 　 干 拓 地 　 水 路 網

　 　  　 　 ⑤ 中 関 ・ 西 浦 地 域 　 　 　 島 嶼 地 形 　 干 拓 地 　 塩 田

　 　 　  　 ⑥ 富 海 地 域 　 　 　 　 　 　 湾 岸 地 形 　 砂 丘 　 谷 　 徳 山 藩 領

 　 　 　 　 ⑦ 小 野 地 域 　 　 　 　 　 　 佐 波 川 中 流 域 　 山 地 　 石 風 呂 　 棚 田

　  　 　 　 ⑧ 大 道 地 域 　 　 　 　 　 　 火 山 岩 　 た め 池 　 吉 敷 郡 　 民 俗 芸 能

　 　  　 　 ⑨ 野 島 地 域 　 　 　 　 　 　 周 南 諸 島 　 瀬 戸 内 海 国 立 公 園 　 戦 争 遺 構

（ ２ ） 文 化 財 で 地 域 を つ な ぐ 要 素

　 文 化 財 の 地 域 文 化 区 分 を お こ な う 目 的 は 、 分 割 し た 範 囲 の 位 置 情 報 を 地 図 上 に 集 積 す る こ と

だ け で は あ り ま せ ん 。 集 積 し た 情 報 を 基 盤 に 現 地 で お こ な う 文 化 財 の 保 存 活 用 の た め の 活 動 を

促 進 し 、 市 域 全 体 に お よ ぶ 空 間 を 対 象 に 、 各 地 域 を 「 つ な ぐ 」 こ と が で き る シ ス テ ム づ く り を

目 指 し て い ま す 。 本 構 想 で は 文 化 財 地 域 文 化 区 分 の 設 定 に 関 連 さ せ て 、 図 1 1 7  の よ う に 、 ① 文

化 財 活 用 拠 点 を 設 置 す る こ と 、 ② 歴 史 的 交 通 線 を 整 備 す る こ と を 目 標 と し て 掲 げ ま す 。

① 文 化 財 活 用 拠 点

　 各 地 域 に は 、 共 同 体 の 暮 ら し や 産 業 を 支 え て き た 中 核 施 設 が あ り ま す 。 有 力 者 の 邸 宅 跡 や 寺
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社 、 産 業 施 設 な ど が 挙 げ ら れ ま す が 、 こ れ ら 自 身 も 多 く は 文 化 財 で あ り 、 地 域 全 体 の 歴 史 文 化

を 物 語 る う え で 要 所 と な る は ず で す 。 こ う し た 施 設 を 各 地 域 で 選 定 し 文 化 財 と 関 連 す る 情 報 を

保 存 ・ 管 理 し た う え で 、 来 訪 者 に ガ イ ダ ン ス (  概 要 説 明 ・ 案 内 )  が で き る 人 材 ・ 施 設 を 備 え た

活 動 拠 点 と し て 整 備 す る こ と を ね ら い ま す 。 拠 点 と な る 施 設 の 選 定 は 次 期 の 課 題 で す が 、 既 に

各 種 の 技 術 ・ 技 能 の 保 存 会 等 が 設 立 さ れ て 継 承 活 動 が お こ な わ れ て い る 施 設 や 、 元 よ り 集 会 所

と し て 利 用 さ れ て き た 地 域 の 仏 像 や 典 籍 類 を 保 管 し て い る 堂 庵 施 設 等 も 候 補 と し て 想 定 さ れ ま

す 。 地 域 な ら で は の 環 境 の 中 で 伝 承 さ れ て き た 本 物 の 魅 力 を 地 元 住 民 自 ら が 知 り 、 伝 え る こ と

を 実 践 す る 場 と な る こ と を 基 本 方 針 と し て 、 数 多 く の 拠 点 施 設 が 連 携 で き る 体 制 づ く り を 目 指

し ま す 。

② 歴 史 的 交 通 線

　 文 化 財 活 用 拠 点 に 選 定 で き る 古 く か ら の 地 域 の 中 核 施 設 の 殆 ど は 、 歴 史 的 に 重 要 で あ っ た 街

道 な ど の 交 通 線 上 に 位 置 し ま す 。 現 況 で も 古 地 図 を 使 っ て 散 策 を 楽 し め る く ら い に 市 内 の 道 路

は 位 置 や 道 幅 等 で 近 世 の 状 況 を 踏 襲 し て い る 部 分 が 多 く 、 歴 史 的 交 通 線 上 に あ る 文 化 財 活 用 拠

点 同 士 を つ な ぐ 方 法 と し て 利 用 で き ま す 。 地 形 に 沿 っ た 形 状 や 勾 配 で 設 定 さ れ た 歴 史 的 交 通 線

は 地 域 に 広 が る 様 々 な 風 景 を 楽 し み な が ら 散 策 し た い 市 民 や 体 験 し た い 来 訪 者 が 、 実 際 に 移 動

手 段 と し て 利 用 す る 場 合 に 最 適 な コ ー ス と な り ま す 。 こ れ ま で も 各 地 域 の 郷 土 史 会 が 中 心 と

な っ て 荒 れ 果 て た 旧 街 道 を 再 認 識 し て 歩 け る よ う に 整 備 し て き た 経 緯 が あ り 、 こ う し た 努 力 や

成 果 に 報 え る よ う に 、 考 え 方 を 引 き 継 い で 発 展 さ せ る 企 画 で も あ り ま す 。

図 1 1 6 　 牟 礼 地 域 の 古 道図 1 1 5 　 旧 山 陽 道

図 1 1 4 　 土 蔵 を 利 用 し た 落 語 寄 席図 1 1 3 　 酒 造 場 跡 で の 地 域 イ ベ ン ト オ ー プ ニ ン グ
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図 1 1 7 　 防 府 市 の 文 化 財 活 用 拠 点 ・ 歴 史 的 交 通 線 お よ び 地 域 文 化 区 分
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２ ． 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 設 定

（ １ ） 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 考 え 方

　 文 化 財 保 存 活 用 区 域 は 、 「 不 動 産 で あ る 文 化 財 や 有 形 の 文 化 財 だ け で は な く 、 無 形 の 文 化 財

も 含 め て 文 化 財 が 特 定 地 域 に 集 中 し て い る 場 合 に 、 文 化 財 と 一 体 と な っ て 価 値 を 形 成 す る 周 辺

環 境 も 含 め 、 当 該 文 化 財 を 核 と し て 文 化 的 な 空 間 を 創 出 す る た め の 計 画 区 域 と し て 定 め る こ と

が 望 ま し い 区 域 」 ( 『 「 歴 史 文 化 基 本 構 想 」 策 定 技 術 指 針 』 文 化 庁 文 化 財 部   平 成 2 4  年 ２ 月   で

は 「 歴 史 文 化 保 存 活 用 区 域 」 と い う 名 称 で 定 義 )  と 示 さ れ て い ま す 。

　 文 化 財 の 地 域 文 化 で 区 分 し た 各 地 域 に は 、 古 く か ら 伝 統 的 な 産 業 が 営 ま れ て き た 集 落 や 街 道

に 沿 っ た 宿 場 町 の 景 観 を 保 持 し た ま ち 並 み な ど 、 時 代 を 経 て 地 域 ら し さ を 感 じ さ せ る 生 活 空 間

が 数 多 く あ り ま す 。 こ う し た 地 域 に 必 ず あ る 様 々 な 文 化 財 を 平 面 的 に 一 定 の ま と ま り と し て 捉

え て 保 護 し 、 所 在 す る 文 化 財 の 周 辺 環 境 を 保 全 し つ つ 整 備 を 図 っ て い く こ と を 目 指 す 区 域 と し

て 「 文 化 財 保 存 活 用 区 域 」 を 設 定 す る 予 定 で す 。 本 構 想 で は そ の 促 進 区 域 と し て 選 定 し 、 モ デ

ル 地 区 と し て 先 行 調 査 を お こ な い ま し た 。

　 次 期 計 画 段 階 で 、 文 化 財 保 存 活 用 区 域 は 現 況 の ま ち 並 み 等 に 対 し て 文 化 財 保 護 の た め に 何 等

か の 規 制 を お こ な う 区 域 で は な く 、 こ れ ま で 伝 承 さ れ て き た 歴 史 文 化 の 魅 力 が 詰 ま っ た 空 間 と

し て 多 く の 市 民 が 認 識 し て 、 実 感 で き る よ う に 施 策 し 、 認 識 し た 当 地 の 魅 力 を 活 用 し な が ら 将

来 に 引 き 継 い で い く こ と を 理 念 と し て 掲 げ る 区 域 で す 。 「 区 域 」 を 総 体 的 に 捉 え て 活 動 で き る

こ と を 目 指 す 防 府 市 の 文 化 財 保 存 活 用 区 域 を 設 定 す る に あ た っ て 、 現 段 階 で は 対 象 地 と な る 要

件 を 次 の と お り 定 め ま す 。

　 ●   防 府 市 の 歴 史 文 化 の 特 性 を 顕 著 に 表 わ す 文 化 財 が 数 多 く ま と ま っ て い る 区 域

　 ●   歴 史 文 化 の 特 性 か ら 引 き だ せ る 要 素 を ま ち づ く り の 施 策 に 反 映 で き る 区 域

　 ●   歴 史 文 化 の 特 性 を 地 域 の 魅 力 と し て 活 用 す る 活 動 を 促 進 で き る 区 域

（ ２ ） 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 設 定 と 今 後 の 展 望

　 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 設 定 を 促 進 す る 区 域 と し て 「 三 田 尻 地 区 」 、 「 宮 市 地 区 」 、 「 末 田 ・ 堀 越

地 区 」 、 「 右 田 地 区 」 、 「 佐 野 ・ 玉 祖 地 区 」 、 「 中 関 地 区 」 、 「 富 海 地 区 」 、 「 久 兼 地 区 」 の ８ 地 区 を 選

定 し ま す が 、 今 後 の 調 査 の 進 展 や 施 策 の 内 容 に よ っ て 、 対 象 範 囲 が 広 が る こ と や 相 互 の 区 域 が

統 合 さ れ る こ と 、 分 割 さ れ る こ と も 想 定 で き ま す 。 総 合 的 把 握 調 査 が 進 み 成 果 を 得 る こ と で 、

文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 対 象 地 を 全 体 と し て 増 や す こ と を 目 標 と し て い ま す 。

　 本 構 想 で 設 定 す る 文 化 財 保 存 活 用 区 域 (  促 進 区 域 )  の 範 囲 は 、 地 形 に 表 わ れ る 自 然 境 界 が 範

囲 の 内 外 を 識 別 す る 目 安 と な る 程 度 に と ど め た 内 容 で 設 定 し ま す 。 次 の 計 画 段 階 や 施 策 が 進 ん

だ 段 階 で 必 要 と な っ た 際 に 、 明 確 な 範 囲 設 定 を お こ な う こ と に な り ま す 。 そ の 際 に は 重 点 区 域

や テ ー マ 別 に 細 分 す る こ と を 意 図 し た ゾ ー ニ ン グ を 採 用 す る 可 能 性 が あ り ま す 。 今 回 の 文 化 財

保 存 活 用 区 域 の 設 定 は 将 来 の 詳 細 設 定 に 備 え 、 区 域 の 概 要 等 の 基 本 情 報 を 提 示 し ま す 。
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３ ． 文 化 財 の 空 間 的 把 握

　 こ れ ま で 作 成 し て き た 市 内 の 文 化 財 の 位 置 情 報 を 示 し た 地 図 を 見 渡 す と 、 指 定 文 化 財 の 位 置

図 、 個 別 の 文 化 財 所 在 位 置 図 、 遺 跡 地 図 等 が あ り 、 文 化 財 の 類 型 別 も し く は 行 政 の 説 明 用 に 仕

上 が っ て い る も の が 多 い こ と に 気 づ き ま す 。 有 形 文 化 財 、 民 俗 文 化 財 、 近 代 化 遺 産 、 埋 蔵 文 化

財 包 蔵 地 (  遺 跡 )  の 位 置 や 範 囲 を 同 じ 地 図 上 に 掲 載 す る 機 会 は あ り ま せ ん で し た 。 用 途 に よ っ

て 地 図 を 見 比 べ な け れ ば な ら な い 状 況 は 本 構 想 の 文 化 財 地 域 文 化 区 分 設 定 の 考 え 方 で 、 地 域 別

に 、 総 合 的 に 文 化 財 情 報 を 集 積 す る 方 法 に よ り 是 正 で き ま す 。 あ る 文 化 財 を 訪 ね た 時 に 、 過 去

の 遺 跡 情 報 と 今 、 目 の 前 に あ る 文 化 財 の 関 係 性 を 考 え 、 さ ら に 現 地 に 広 が る 周 辺 環 境 を 考 え 合

わ せ る こ と が で き れ ば 、 時 間 軸 と 空 間 軸 の 双 方 の 視 点 か ら 理 解 が 深 ま る こ と に な り ま す 。 文 化

財 の 空 間 的 把 握 を 文 化 財 地 域 文 化 区 分 で お こ な う の は 、 域 内 に 所 在 す る す べ て の 文 化 財 を 中 長

期 的 な 視 点 で 今 後 ど の よ う な 保 存 ・ 活 用 し て い く か に つ い て の 考 え 方 に 展 望 を ひ ら く た め の 基

礎 資 料 と し て の 意 味 合 い が 大 き い の で す が 、 成 果 を わ か り や す く 図 面 に 落 と し 込 む こ と で 地 域

の 成 り 立 ち や 歴 史 的 背 景 を 指 し 示 す 資 料 と し て 利 用 で き ま す 。 こ の よ う に 派 生 す る い く つ か の

効 果 に 結 び つ く よ う に 文 化 財 の 空 間 的 把 握 の 成 果 を 表 わ し て い く こ と を 作 業 目 標 と し ま す 。

　 図 1 1 8  は 文 化 財 地 域 文 化 区 分 の 各 地 域 で 今 後 把 握 し て い こ う と す る 文 化 財 が 展 開 す る イ メ ー

ジ で す 。 こ れ ま で は 所 在 地 を も と に 文 化 財 を 「 点 」 と し て 把 握 す る こ と が 多 か っ た の で す が 、

道 路 や 水 路 に 関 連 す る も の や 、 神 社 の 例 大 祭 の 神 輿 が 移 動 す る 御 旅 所 ま で の 道 程 な ど 「 線 」 と

し て 把 握 す る 文 化 財 、 お よ び 干 拓 地 ・ 棚 田 ・ 塩 田 跡 な ど 広 範 に 及 ぶ 「 面 」 と し て 把 握 す る 文 化

財 を 地 域 の 特 性 と し て 捉 え 、 そ れ ぞ れ の 関 係 性 も 明 ら か に で き る よ う に 空 間 的 把 握 を お こ な い

ま す 。

次 頁 以 降 に 、 文 化 財 地 域 文 化 区 分 ご と の 地 域 の 特 性 を 表 わ す 主 な 構 成 要 素 と し て 、 文 化 財 の 分 布 状 況 を 地 図 上 に

表 記 し ま す が 、 図 1 1 8  の 記 号 や 範 囲 表 示 は そ の 凡 例 と な り ま す 。

図 1 1 8 　 地 域 文 化 区 分 の イ メ ー ジ 図
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４ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 と 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 概 要

　 　 ① 松 崎 ・ 三 田 尻 地 域 　(  文 化 財 地 域 文 化 区 分 )

　 天 神 山 ・ 多 々 良 山 と 桑 山 の 山 麓 に ひ ろ が る 地 盤 と し て 安 定 し た 広 い 段 丘 面 が 歴 史 的 に 長 期 に

わ た り 、 地 方 政 治 の 拠 点 と し て 継 続 的 に 利 用 さ れ て き ま し た 。 現 在 は 沖 に 遠 ざ か っ た 波 打 ち 際

が 、 中 世 ま で は 三 田 尻 湾 の 海 岸 線 と し て 政 治 拠 点 が あ る 段 丘 近 く に あ り 、 陸 上 交 通 と 接 続 す る

恵 ま れ た 立 地 を 活 か し て 瀬 戸 内 海 の 海 上 交 通 を 担 う 重 要 な 港 湾 施 設 が 建 設 さ れ ま し た 。 港 湾 施

設 は 時 代 を 経 る ご と に 海 岸 線 上 を 西 に 移 設 し な が ら 機 能 し て き た 経 緯 が あ り ま す 。

[  埋 も れ た 瀬 戸 内 海 航 路 の 要 港 の 痕 跡 ]

　 当 地 に は 港 や 船 に 関 わ る 文 化 財 が 数 多 く あ り ま す 。 老 松 神 社 の ク ス ノ キ は 山 口 県 で 有 数 の 大

き さ を 誇 り ま す 。 日 本 に 原 生 し な い ク ス ノ キ は 良 質 な 船 材 と な る こ と を 期 し て 移 入 植 樹 さ れ た

も の と い う 説 に 拠 れ ば 、 ク ス ノ キ が 古 い 大 木 と し て 生 育 す る 老 松 神 社 周 辺 域 の 海 岸 段 丘 付 近 は

港 や 造 船 に 関 わ る 空 間 で あ っ た こ と を 示 し ま す 。 海 上 交 通 の 目 標 物 と し て 機 能 し た 古 墳 ( 車 塚

古 墳 ・ 鋳 物 師 大 師 塚 古 墳 ・ 岩 畠 古 墳 )  の 位 置 、 海 上 安 全 の 祈 願 や 成 り 立 ち の 由 来 に 港 と 関 わ り

が あ る 老 松 神 社 ・ 住 吉 神 社 ・ 浜 ノ 宮 ・ 岸 津 神 社 と い っ た 神 社 の 位 置 も 海 事 情 報 に つ な が り ま す 。

国 史 跡 と な っ て い る 古 代 ( 周 防 国 衙 跡 [  船 所 ・ 浜 ノ 宮 地 区 ] )  と 近 世 ( 三 田 尻 御 舟 倉 跡 )  の 港

湾 施 設 跡 に 加 え 、 右 田 毛 利 家 御 舟 倉 跡 も 歴 史 的 に 当 地 と 海 事 と の 関 係 の 深 さ を 物 語 る も の で す 。

ま た 防 府 天 満 宮 の 御 旅 所 (  御 神 幸 祭 )  が 菅 原 道 真 の 時 代 の 港 跡 と し て 伝 え ら れ て い る こ と も 忘

れ ら れ ま せ ん 。 毎 年 1 1  月 、 道 真 公 の 御 霊 を 載 せ た 御 網 代 輿 を 中 心 に ５ 千 人 以 上 の 裸 坊 を 伴 う

お 旅 所 ま で の 渡 御 が 盛 大 に 催 行 さ れ る 防 府 天 満 宮 御 神 幸 祭 (  裸 坊 祭 )  は 無 実 の 知 ら せ を 伝 え た

勅 使 降 祭 の 故 事 に 倣 っ て 引 き 継 が れ て き た 祭 礼 と い わ れ て い ま す 。

[  歴 史 的 な 都 市 景 観 ]

　 広 域 圏 を 治 め る 地 方 拠 点 と し て の 利 用 が 活 発 に な る の は ６ 世 紀 以 降 に 当 地 に 大 型 古 墳 が 築 造

さ れ た 時 代 と 重 な り ま す 。 当 時 の 環 境 で 、 交 通 の 利 便 性 に よ っ て 選 地 さ れ 、 ８ 世 紀 に は 政 治 都

市 と し て の 景 観 が 備 わ っ て い た こ と が 周 防 国 衙 (  国 府 )  跡 の 発 掘 調 査 成 果 か ら わ か っ て い ま す 。

行 政 ・ 生 産 ・ 交 易 ・ 収 蔵 管 理 等 の 施 設 が 集 約 し て 運 営 さ れ 、 周 防 国 分 寺 も 建 設 さ れ ま し た 。

　 一 般 の 集 落 と は 隔 絶 し た 政 治 都 市 と し て の 機 能 は 中 世 以 降 も 維 持 さ れ 、 松 崎 天 神 社 (  現 防 府

天 満 宮 )  の 門 前 町 と し て 経 済 活 動 で 繁 栄 し た 宮 市 周 辺 が 「 府 中 」 と 呼 ば れ る よ う に な り ま す 。

近 世 に な る と 宮 市 は 山 陽 道 (  西 国 街 道 )  の 宿 場 町 と し て の 機 能 を 備 え る よ う に な り 、 三 田 尻 も

水 軍 の 拠 点 地 と し て の 三 田 尻 御 舟 倉 を 中 心 に 武 家 屋 敷 が 集 中 す る 町 場 と し て 整 備 さ れ 、 萩 往 還

の 終 始 点 に 萩 藩 公 館 の 三 田 尻 御 茶 屋 が 建 設 さ れ ま し た 。

　 明 治 3 1  年 に 三 田 尻 駅 (  現 防 府 駅 )  が 建 設 さ れ 鉄 道 が 開 通 し た こ と を 契 機 に 、 駅 周 辺 地 域 の

市 街 地 化 が 進 展 し ま し た 。 毛 利 家 本 邸 が 建 設 さ れ る と 皇 族 や 賓 客 を 迎 え る 施 設 と し て の 役 割 を

果 た す よ う に な り 、 駅 か ら 北 へ 延 び た 御 幸 通 り が 整 備 さ れ ま す 。 後 年 、 こ の 通 り を 南 北 線 の 基

軸 に し て 、 田 園 都 市 設 計 を 採 用 し た 都 市 区 画 が 設 定 さ れ ま す 。 西 部 か ら 建 設 が 始 ま っ た こ の 区

画 は 戦 後 に な っ て 東 に 延 長 さ れ 、 今 日 も 市 街 中 心 部 の 住 宅 地 を 形 成 し て い ま す 。
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図 1 1 9 　 ① 松 崎 ・ 三 田 尻 地 域
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　 　 ◆ ◆  文 化 財 保 存 活 用 区 域  ：  三 田 尻 地 区  ◆ ◆

　 現 在 の 三 田 尻 の ま ち 並 み の 原 形 が で き た の は 江 戸 時 代 で す 。 萩 藩 の 拝 領 屋 敷 が 配 置 さ れ 、 水

軍 本 拠 地 で あ る 御 舟 倉 が 設 置 さ れ た こ と が 町 の 構 造 的 な 基 軸 で 三 田 尻 の 特 質 と い え ま す 。 さ ら

に 瀬 戸 内 の 陸 ・ 海 の 交 通 要 衝 に あ っ て 藩 主 の 休 泊 施 設 と し て 機 能 さ せ る 藩 公 館 「 三 田 尻 御 茶 屋 」

が 整 備 さ れ 、 周 辺 に 役 所 が 付 設 さ れ る こ と で 地 域 差 配 の 中 核 を 担 う 「 町 」 と な り ま し た 。

　 三 田 尻 町 に は 武 家 が 常 在 す る 町 に ふ さ わ し く 学 芸 ・ 教 養 を 習 得 で き る 越 氏 塾 が あ り 、 新 鋭 の

技 術 ・ 思 想 を 取 り 入 れ て 地 域 文 化 を 先 導 し つ つ 、 数 多 く の 優 れ た 人 物 を 輩 出 し ま し た 。 御 舟 倉

を 擁 す る 三 田 尻 に は 軍 事 ・ 海 事 を 支 え る モ ノ づ く り 技 術 が 不 可 欠 で し た 。 造 船 ・ 木 工 の 技 術 を

は じ め 、 伝 統 を 継 ぐ 鋳 物 師 の 金 属 産 業 の 高 い 技 術 力 は 萩 藩 を 代 表 す る も の で し た 。 文 化 財 と し

て 伝 え ら れ た 製 品 の 品 質 の 高 さ が 、 三 田 尻 界 隈 に 伝 承 し た 確 か な 産 業 技 術 の 存 在 を 示 し て い ま

す 。

　 　 ◆ ◆  文 化 財 保 存 活 用 区 域  ：  宮 市 地 区  ◆ ◆

　 江 戸 時 代 の 宮 市 宿 は 山 陽 道 に あ っ た 5 1  宿 の う ち 、 大 坂 か ら 数 え て 4 3  番 目 の 宿 場 と し て 社 会

的 に 機 能 し て い ま し た 。 東 西 長 が 1 . 5  ㎞ 程 あ り 、 現 在 の 山 口 県 内 に あ っ た 宿 場 の 中 で 随 一 の 規

模 を 誇 る 宿 場 町 で し た 。 公 用 施 設 は 本 陣 を 中 核 に し て 、 脇 本 陣 ・ 人 馬 継 立 場 ・ 高 札 場 ・ 天 下 物

送 り 番 所 な ど が あ っ て 、 江 戸 時 代 後 期 に は 商 人 ・ 職 人 等 の 町 人 1 8 0 0  人 余 り が 居 住 し て い ま し た 。

　 近 世 に 発 展 し た 宮 市 の ま ち 並 み は 近 代 に な っ て も 衰 退 す る こ と な く 、 町 の 品 質 を 保 ち な が ら 、

防 府 の 商 業 地 の 中 核 を 担 っ て き ま し た 。 今 な お 更 新 過 程 に あ る ま ち 並 み を み る と 、 旧 街 道 に 沿 っ

て 町 屋 風 情 が 漂 う 整 然 さ を 保 ち な が ら 近 代 以 降 の 新 旧 建 物 が 混 在 す る 様 子 で 、 そ の 中 に 各 時 代

の 当 時 最 新 の 技 術 や 意 匠 が 残 さ れ て い る こ と に 目 を 引 き ま す 。
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図 1 2 0 　 三 田 尻 地 区
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図 1 2 1 　 宮 市 地 区
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　 　 ② 牟 礼 地 域 　(  文 化 財 地 域 文 化 区 分 )

　 市 内 最 高 峰 の 大 平 山 の 峰 々 を 東 に 臨 む 当 地 の 低 地 は 、 現 況 は 天 井 川 と な っ て い る 柳 川 ・ 馬 刀

川 が か つ て 形 成 し て い た 幅 広 い 氾 濫 原 が ひ ろ が り 、 河 口 付 近 に 形 成 さ れ た 大 き な 三 角 州 は 近 世

以 降 に 干 拓 さ れ て 、 新 田 ・ 塩 田 と し て 利 用 さ れ て き ま し た 。 古 い 集 落 と 道 路 は 山 麓 部 を 選 地 し

て お り 、 文 化 財 も 同 様 の 分 布 状 況 を 示 し ま す 。 地 名 と し て 伝 承 す る 牟 礼 ・ 木 部 は 奈 良 時 代 の 史

料 で 確 認 で き る 氏 族 名 で も あ り 、 古 代 か ら 中 央 政 権 と 関 わ り を 持 つ 氏 族 が 当 地 を 拠 点 と し て 活

動 し て い た 様 子 が う か が え ま す 。

[  仏 教 文 化 の 系 譜 ]

　 東 大 寺 再 建 に あ た り 大 勧 進 と し て 周 防 に 下 向 し た 重 源 が 建 久 ８ 年 ( 1 1 9 7  年 )  に 創 建 し た 阿 弥

陀 寺 と 敷 山 城 跡 の 実 体 と し て の 験 観 寺 跡 は 牟 礼 峠 を 挟 み 相 対 し て 位 置 す る 山 寺 遺 構 で す 。 双 方

と も 未 調 査 の 部 分 が 多 い の で す が 、 石 積 み や 造 成 の 技 術 か ら 、 古 代 末 か ら 中 世 に か け て 建 設 さ

れ た も の と み ら れ ま す 。 当 地 に は 山 寺 と し て は 全 国 的 に も 古 い 部 類 の 希 少 な 事 例 が 並 び 建 ち ま

す 。 平 地 に は 製 作 年 代 が 平 安 時 代 末 期 に 遡 る 仏 像 と し て 、 木 部 観 音 堂 の 木 造 十 一 面 観 世 音 菩 薩

立 像 と 極 楽 寺 の 木 造 地 蔵 菩 薩 立 像 が 伝 え ら れ て い ま す 。 ま た 当 地 に は 極 楽 寺 な ど に 寛 政 1 1  年

( 1 7 9 9  年 )  に 製 作 さ れ た こ と が わ か る ６ 体 の 木 喰 仏 も 伝 え ら れ て い ま す 。 阿 弥 陀 寺 に 収 蔵 さ れ

た 数 多 く の 文 化 財 を 含 め 、 古 代 か ら 近 世 ま で の 仏 教 文 化 を た ど る こ と が で き ま す 。

[  産 業 振 興 を 誇 る 地 ]

　 江 戸 時 代 の 牟 礼 村 は 全 て 右 田 毛 利 家 の 給 領 で 、 岸 津 に 領 主 の 御 舟 倉 が あ り 交 通 至 便 の 土 地 柄

と し て 重 要 視 さ れ て い ま し た 。 牟 礼 村 の 低 湿 な 環 境 を 、 天 井 川 を 整 備 し て 流 路 を 系 統 立 て る こ

と で 農 業 振 興 に つ な げ ま し た 。 江 泊 塩 田 跡 は 右 田 毛 利 家 が 奨 励 し て 宝 暦 ６ 年 ( 1 7 5 6  年 )  に 竣 工

し ま し た 。 昭 和 3 5  年 ( 1 9 6 0  年 )  に 終 業 す る ま で 当 地 の 産 業 を 盛 り 立 て た こ と が し の ば れ ま す 。

　 近 代 に な る と 秋 山 家 が 所 領 を 引 き 継 ぎ 、 当 地 の 殖 産 興 業 に 尽 力 し ま し た 。 木 部 に は 武 家 屋 敷

の 遺 構 と し て 重 要 な 秋 山 家 住 宅 と 防 府 で 栽 培 を 導 入 し た 当 初 の 面 影 を 残 す み か ん 畑 が 伝 承 さ れ

て い ま す 。 大 正 時 代 に 末 田 ・ 堀 越 地 区 の 焼 物 産 業 が 奨 励 さ れ 、 特 に 末 田 の 土 管 は 昭 和 に な っ て

か ら 西 日 本 有 数 の 生 産 量 を 誇 り ま し た 。

　 　 ◆ ◆  文 化 財 保 存 活 用 区 域  ：  末 田 ・ 堀 越 地 区  ◆ ◆

　 お よ そ 1 3 0 0  年 前 、 末 田 窯 跡 群 で 須 恵 器 を 製 作 し た の が 、 こ の 地 域 の 焼 物 産 業 の 始 ま り で す 。

平 安 時 代 に 江 泊 瓦 窯 跡 で 国 分 寺 の 屋 根 瓦 を つ く っ た 後 、 操 業 の 痕 跡 は 途 絶 え ま す が 、 江 戸 時 代

後 期 か ら 適 地 に 再 興 す る か の よ う に 開 窯 さ れ て 現 在 に 続 い て い ま す 。

　 天 明 ８ 年 ( 1 7 8 8  年 )  に ｢  佐 野 焼 ｣  の 窯 業 技 術 を 基 盤 に し て 始 ま っ た ｢  堀 越 焼 ｣  は 、 そ の 後 九

州 系 の 成 形 技 術 を 加 え て 手 工 業 技 術 が 継 承 さ れ て き ま し た 。 「 末 田 焼 」 は 堀 越 焼 の 技 術 の 上 に

愛 知 県 の ｢  常 滑 焼 ｣  の 機 械 技 術 を 導 入 し て 工 場 制 を 採 用 し た と こ ろ に 新 機 軸 が あ り ま し た 。

　 末 田 ・ 堀 越 地 区 は 西 日 本 の 窯 業 技 術 史 を 集 大 成 し た 内 容 が 伝 え ら れ 、 防 府 地 域 全 体 の 窯 業 の

技 術 的 系 譜 を 考 え る 上 で も 重 要 な 地 域 で す 。
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図 1 2 2 　 ② 牟 礼 地 域
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　 　 ③ 右 田 地 域 　(  文 化 財 地 域 文 化 区 分 )

　 佐 波 川 右 岸 域 を 地 域 範 囲 と し ま す が 、 萩 藩 領 以 来 の 区 分 に 従 っ て 、 飛 地 状 に 左 岸 の 矢 筈 ヶ 岳

西 麓 域 を 含 み ま す 。 右 岸 に は 約 8 . 5  ㎞ に わ た っ て 三 谷 山 、 右 田 ヶ 岳 、 西 目 山 、 楞 厳 寺 山 と 標 高

3 0 0  ～ 4 0 0  ｍ 級 の 花 崗 岩 の 山 々 が 続 き 、 浸 食 が 進 ん で 岩 肌 が み え る 勇 壮 な 山 容 が こ の 地 域 の 背

景 に あ り ま す 。 佐 波 川 に 対 し て 直 交 す る よ う に 流 下 す る 剣 川 や 三 谷 川 な ど が つ く る 扇 状 地 の 緩

斜 面 は 、 地 域 の 人 々 の 暮 ら し に 長 い 間 影 響 を 与 え て き ま し た 。 田 畠 の 取 水 や 流 れ を 水 車 の 動 力

と し て 利 用 で き ま す が 、 時 と し て 土 砂 災 害 を も た ら す 環 境 で も あ り ま し た 。 地 域 の 南 東 方 向 に

佐 波 川 の 流 れ が あ り 、 ど の 時 代 に も 交 通 手 段 に 船 便 の 利 用 が あ っ た こ と を 想 定 で き ま す 。

[  連 続 す る 古 代 遺 跡 ]

　 下 右 田 遺 跡 は 縄 文 時 代 晩 期 か ら 江 戸 時 代 ま で の 当 地 の 人 々 の 暮 ら し を 知 る こ と が で き る 広 範

な 遺 跡 で す 。 近 年 の 発 掘 調 査 成 果 か ら 、 右 田 小 学 校 付 近 の 微 高 地 で 弥 生 時 代 後 期 か ら 室 町 時 代

に か け て の 古 代 ・ 中 世 の 遺 構 が 集 中 し て い る 様 子 が わ か っ て き ま し た 。 佐 波 川 沿 い の 道 は 九 州

と 山 陰 の 両 地 方 を 結 ぶ の に 有 効 な ル ー ト で 、 そ の 地 点 が 安 定 し た 地 盤 が 広 が り 施 設 整 備 が し や

す い 環 境 で あ る こ と か ら 、 交 通 の 拠 点 地 と し て 選 地 さ れ た と み ら れ ま す 。 特 に 飛 鳥 ・ 奈 良 時 代

か ら 平 安 時 代 に か け て の 遺 構 の ま と ま り は 、 佐 波 郡 家 に 関 わ る も の と し て 着 目 さ れ て い ま す 。

　 下 右 田 遺 跡 の 北 東 隅 か ら 佐 波 川 の 下 流 域 に 向 か っ て 平 野 部 の 広 が り を み せ る 右 岸 域 は 、 歴 史

的 に 古 く か ら 土 地 利 用 が 活 発 で あ っ た こ と が 想 定 さ れ ま す 。 平 野 部 の 発 掘 調 査 は そ れ ほ ど な さ

れ て い な い も の の 、 平 野 部 の 北 西 側 に あ た る 山 麓 部 に 一 定 の 間 隔 を あ け つ つ 連 続 的 に 古 墳 ・ 古

墳 群 が 築 か れ て い る こ と を 確 認 し て い ま す 。 ６ 世 紀 後 半 か ら ７ 世 紀 に か け て 築 か れ た こ れ ら の

古 墳 は 、 平 野 部 で 営 ま れ た 当 時 の 共 同 体 の 奥 津 城 と し て 使 わ れ て い ま し た 。 佐 波 川 右 岸 の 山 麓

に 尾 根 筋 ご と に 共 同 体 の 暮 ら し が あ り 、 こ れ ら が 全 体 と し て ま と ま っ た 姿 が 古 代 史 料 に あ ら わ

れ る 「 佐 波 」 の 根 幹 と な る 地 域 で あ っ た こ と を 物 語 り ま す 。 そ の 中 で 国 史 跡 大 日 古 墳 は 規 模 が

大 き く 、 畿 内 政 権 と 関 わ り が あ る 技 術 が 使 わ れ て い る 点 で ひ と き わ 存 在 感 が あ り ま す 。

[  連 続 す る 神 社 ]

　 現 在 は 長 年 の 堆 積 で 埋 も れ て し ま い ま し た が 、 か つ て 佐 波 川 の 河 口 に あ っ た 古 代 の 港 は 玉 祖

神 社 付 近 に 想 定 で き ま す 。 現 況 の 玉 祖 神 社 も 古 代 の 建 設 場 所 を 維 持 し て い る も の で は あ り ま せ

ん が 、 周 防 一 宮 に 位 置 づ け ら れ 国 司 や 地 方 豪 族 の 信 仰 を 集 め た 格 式 を そ の ま ま に 伝 統 を 引 き 継

い で い ま す 。 本 来 の 社 殿 は 神 奈 備 形 状 の 八
や こ も り や ま

籠 山 が 背 景 と な る 位 置 に 建 設 さ れ て い た と み ら れ ま

す 。 近 く に は 、 記 紀 に 関 連 し た 伝 承 が 残 る 宮 城 の 森 や 玉 岩 屋 が あ り 、 そ れ ら と 合 わ せ て 、 八 籠

山 の 周 辺 は 昔 な が ら に 厳 か な 雰 囲 気 が 漂 う 空 間 が 残 さ れ て い ま す 。

　 玉 祖 神 社 か ら 2 . 5  ㎞ 上 流 部 に 素 戔 嗚 尊 (  ス サ ノ オ ノ ミ コ ト ) を ま つ る 剣 神 社 が あ り ま す 。 素 戔

嗚 尊 は 出 雲 で 八 岐 大 蛇 (  ヤ マ タ ノ オ ロ チ ) を 退 治 し た こ と で 有 名 で す 。 八 岐 大 蛇 は 出 雲 で 頻 繁 に

起 こ っ た 洪 水 に よ る 氾 濫 に な ぞ ら え た と い わ れ 、 素 戔 嗚 尊 は 治 水 の 象 徴 と み る こ と が で き ま す 。

剣 川 が 形 成 し た 扇 状 地 で し ば し ば 起 こ る 氾 濫 を 鎮 め る 願 い を 請 け て 剣 神 社 が 鎮 座 し て い ま す 。

　 さ ら に ２ ㎞ 上 流 部 に 3 5 0  ｍ 余 り の 長 い 参 道 が あ る 熊 野 神 社 が あ り ま す 。 中 世 に 大 内 氏 の 願 い

に よ り 建 立 さ れ た と い わ れ 、 そ の 後 周 囲 に 数 多 く の 社 寺 が 建 立 さ れ る 先 駆 け と な り ま し た 。 参

道 が 右 田 毛 利 邸 と 新 町 を 結 ぶ 区 画 の 軸 線 と な っ た こ と を 窺 い 知 る こ と が で き ま す 。 佐 波 川 右 岸

の 豊 か な 自 然 を 背 景 に 、 現 在 も 数 多 く の 社 寺 が 建 ち 並 ん で い ま す 。
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　 　 ◆ ◆  文 化 財 保 存 活 用 区 域   ：   右 田 地 区   ◆ ◆

　 標 高 4 2 6  ｍ の 右 田 ヶ 岳 の 山 麓 周 囲 を 取 り 巻 く よ う に 数 々 の 文 化 財 が 所 在 し ま す 。 南 ・ 東 方 を

石 州 道 が 、 西 方 に 萩 往 還 が は し り 、 佐 波 川 右 岸 で 歴 史 的 に 最 も 重 要 視 さ れ た 要 衝 の 地 と い え ま

す 。 歴 史 的 な 土 地 利 用 の あ り 方 は 、 佐 波 川 の 流 れ の 作 用 で 河 岸 段 丘 と 氾 濫 原 の 部 分 で 微 高 地 と

低 地 に 大 別 さ れ 、 後 者 部 分 は 近 世 に な っ て か ら 利 用 が 促 進 さ れ ま し た 。 現 況 の 道 路 や 畦 畔 は 近

世 期 の 絵 図 に 描 か れ た 道 路 と 一 致 す る 部 分 が 多 く 、 農 地 と 水 路 と い っ た 周 辺 環 境 も 含 め て 往 時

の 面 影 を 良 く 伝 え て い る 地 域 で す 。 低 地 を 避 け て 設 定 さ れ た 東 麓 の 山 際 近 く の 石 州 道 は 古 相 を

示 す と 考 え ら れ 、 中 世 以 前 の 交 通 路 を 伝 え て い る 可 能 性 が あ り ま す 。

　 下 右 田 遺 跡 で は 右 田 氏 の 居 館 跡 と 目 さ れ る 遺 構 が 検 出 さ れ 、 そ こ か ら 高 級 な 中 国 陶 磁 等 の 遺

物 が 発 見 さ れ て い ま す 。 右 田 氏 は 大 内 氏 か ら 別 れ 、 陶 氏 の 本 家 筋 に あ た る 有 力 氏 族 で 、 弘 治 元

年 ( 1 5 5 5  年 )  に 厳 島 で 陶 晴 賢 を 破 っ た 毛 利 元 就 が 防 府 ま で 軍 を 進 め た 際 に 、 右 田 ヶ 岳 城 で 抗 戦

の 構 え を み せ た 右 田 隆 量 を 説 得 し 開 城 さ せ る と い う 一 幕 が あ り ま し た 。 当 地 に 立 つ と 、 要 害 で

あ る 右 田 ヶ 岳 城 と 麓 の 居 館 が 戦 時 と 平 時 に 対 応 す る 施 設 で あ っ た こ と を 実 感 す る こ と が で き ま

す 。

　 寛 永 ２ 年 ( 1 6 2 5  年 )  に 入 部 し た 毛 利 元 倶 は 上 右 田 に 在 郷 の 居 館 (  御 田 屋 )  を 建 設 し て 、 付 近

１ 万 ３ 千 石 を 領 し た の で 一 族 は 右 田 毛 利 家 と 呼 ば れ る よ う に な り ま し た 。 現 在 も 道 路 に 面 し て

堀 跡 が あ り 、 そ の 奥 に 石 垣 を 伴 う 広 大 な 居 館 が 残 さ れ て い ま す 。 家 臣 団 が 居 住 し た 区 画 割 も 山

麓 周 囲 に 残 さ れ て い て 、 石 州 道 に 沿 っ て 武 家 屋 敷 が 構 え ら れ た 独 特 の 配 置 状 況 を う か が い 知 る

こ と が で き ま す 。 江 戸 時 代 の 武 家 屋 敷 と し て 桂 家 と 兒 山 家 が 残 さ れ て お り 、 当 地 の 歴 史 的 背 景

を 実 感 す る こ と が で き る 貴 重 な 建 築 遺 構 で す 。

　 　 ◆ ◆  文 化 財 保 存 活 用 区 域   ：   佐 野 ・ 玉 祖 地 区   ◆ ◆

　 今 は 生 産 が 途 絶 え て し ま っ た 佐 野 焼 で す が 、 江 戸 時 代 の 天 保 年 間 の 佐 野 村 の 就 業 記 録 を み る

と 、 農 業 5 1  軒 、 商 業 ８ 軒 、 壺 焼 職 (  焼 物 業 ) 7 0  軒 、 船 乗 り (  回 漕 業 )  ３ 軒 と な っ て い て 、 村

人 の 半 数 以 上 が 焼 物 業 に 従 事 し て い た こ と が わ か り ま す 。 近 世 か ら 近 代 に か け て 焼 物 の 生 産 量

は 増 加 し 、 日 用 雑 器 を 中 心 に 現 在 の 山 口 県 下 で 最 大 の 生 産 量 を 誇 り 、 県 外 に も 販 路 を 広 げ る ほ

ど の 繁 栄 を き わ め て い ま し た 。 ロ ク ロ を 使 わ な い 古 式 な 成 形 技 法 を 最 後 ま で 伝 え 、 平 窯 で 素 焼

き を 基 調 に 焼 き あ げ る 技 術 体 系 は 焼 物 の 生 産 様 式 の 原 点 を 示 す も の で し た 。 全 国 的 に み て も 近

年 ま で こ う し た 生 産 様 式 で 大 規 模 に 展 開 し た 窯 場 は な く 、 希 少 な 事 例 を 示 す も の で す 。

　 古 く か ら 佐 野 焼 の 守 護 神 「 壺 神 様 」 と し て 崇 敬 さ れ て き た の が 祭 神 を 玉 祖 命 と す る 若 宮 社 で

す 。 こ の 若 宮 社 を 拠 り 所 と し た ｢  宮 座 ｣  と い う 佐 野 焼 の 生 産 に 関 わ る 共 同 組 合 が あ り 、 技 術 伝

承 と 生 産 者 相 互 の 結 束 を は か っ て き た 母 体 組 織 で し た 。 生 産 を 終 え た 現 在 で も 毎 年 ３ 月 に 古 式

を 脈 々 と 伝 え る 宮 座 の 祭 事 が 執 り 行 わ れ ま す 。

　 当 地 に は 江 戸 時 代 の 山 陽 道 が 通 っ て い ま し た 。 山 陽 自 動 車 道 (  高 速 道 路 )  と 佐 波 川 堤 防 の 建

設 で 実 態 が わ か り づ ら く な っ て し ま い ま し た が 、 か つ て は 玉 祖 神 社 の 参 道 の 南 端 あ た り に 佐 波

川 の 渡 し 舟 の 船 着 き 場 (  大 崎 渡 )  が あ り 、 渡 り 終 え た 旅 人 は 南 方 に た な び く 佐 野 焼 の 窯 焚 き の

煙 を 見 な が ら 、 山 際 に 沿 っ た 道 筋 を と お り 佐 野 峠 に 向 か い ま し た 。 江 戸 時 代 に は 、 佐 野 峠 か ら

佐 波 川 河 口 付 近 を 望 む 光 景 は 「 山 陽 道 随 一 の 見 晴 し の 良 い と こ ろ 」 と 称 賛 さ れ て い ま し た 。
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