
　 　 ④ 華 城 ・ 新 田 地 域 　(  文 化 財 地 域 文 化 区 分 )

　 当 地 の 土 地 の 成 り 立 ち は 、 ほ ぼ 全 域 が い ず れ か の 時 代 の 佐 波 川 の 流 路 筋 に あ た り 、 氾 濫 原 ま

た は 三 角 州 の 環 境 下 で 堆 積 作 用 が 進 ん だ 沖 積 平 野 で す 。 現 況 の よ う に 対 象 と す る 地 域 範 囲 の 平

野 全 体 が 生 活 域 と し て 暮 ら せ る よ う に な っ た の は 江 戸 時 代 に 入 っ て か ら で 、 土 地 利 用 の 履 歴 が

比 較 的 若 い 地 域 で す 。

[  古 代 か ら 中 世 の 生 活 痕 跡 ]

　 桑 山 ・ 井 上 山 と そ の 周 辺 の 微 高 地 部 分 で は 、 当 地 と し て は 例 外 的 に 古 い 遺 跡 が 分 布 し 、 お よ

そ ２ 千 年 前 の 弥 生 時 代 の 高 地 性 集 落 で あ る 井 上 山 遺 跡 を 始 め 、 古 代 か ら 中 世 に か け て の 往 時 の

生 活 痕 跡 を 確 認 す る こ と が で き ま す 。 近 年 、 仁 井 令 条 里 跡 で お こ な っ た 発 掘 調 査 で 古 代 か ら 中

世 の 数 多 く の 遺 構 を 発 見 し ま し た 。 遺 構 ・ 遺 物 の 集 密 さ を 考 え る と 調 査 地 の 桑 山 中 学 校 付 近 に

往 時 の 地 域 の 拠 点 施 設 が あ っ た こ と が 想 定 で き ま す 。 「 仁 井 令 」 は 1 4  世 紀 の 東 大 寺 文 書 に み え 、

仁 井 令 の 人 々 が 当 時 領 主 と な っ て い た 東 大 寺 に 規 定 の 年 貢 を 納 め て い た こ と が わ か り ま す 。 隣

接 す る 伊 佐 江 も 同 時 期 の 東 福 寺 文 書 に み え 、 佐 波 川 の 流 れ を 利 用 し た 港 湾 施 設 で あ る 「 伊 佐 江

津 」 を 擁 し て い た こ と が わ か り ま す 。 仁 井 令 も 伊 佐 江 も 領 主 で あ る 畿 内 の 寺 院 に 塩 を 納 め て い

た こ と が 共 通 し ま す 。 伊 佐 江 ・ 鞠 生 松 原 塩 浜 跡 は そ の 頃 の 塩 の 生 産 を 領 導 で き る 砂 浜 か ら 干 潟

が 広 が る 環 境 に あ っ た と み ら れ 、 納 め る 品 目 に 塩 が あ る の は 、 近 く に 供 給 源 と で き る 生 産 体 制

が あ っ た こ と が 背 景 に あ る と み ら れ ま す 。

　 康 応 元 年 ( 1 3 8 9  年 )  足 利 義 満 が 防 府 を 来 訪 し た 際 に 大 内 義 弘 が 御 所 を 建 て た 地 が 鞠 生 松 原 あ

た り と い わ れ て い ま す 。 そ の 頃 に は 松 原 の 中 に 厳 島 神 社 が あ っ た こ と が 史 料 か ら 知 る こ と が で

き ま す 。 海 岸 線 が あ っ た 時 代 に は 伊 佐 江 か ら 鞠 生 あ た り の 地 帯 は 白 砂 青 松 の 美 し い 光 景 と 相

ま っ て 多 く の 来 訪 者 を 迎 え る 海 の 玄 関 口 と し て 役 割 を 果 た し て い ま し た 。

[  治 水 と 開 作 技 術 ]

　 郷 土 史 で 語 ら れ る 華 城 の 土 地 柄 は 「 川 に よ っ て 生 ま れ 、 川 に よ っ て 育 っ た 」 風 土 と あ り 、 新

田 は 「 開 作 (  干 拓 )  に よ っ て 向 上 し た 生 産 性 が 地 域 を 支 え た 」 こ と を 誇 り と す る 内 容 で ま と め

ら れ て い ま す 。 そ れ は 中 世 末 期 に な っ て 急 速 に 発 展 し た 土 木 建 設 の 技 術 や 体 制 が 大 規 模 に 投 入

さ れ て 以 降 、 各 時 代 に 即 し た 工 事 が 岸 辺 か ら 沖 に 向 か っ て 適 時 お こ な わ れ た 結 果 、 全 体 と し て

著 し く 開 発 が 進 展 し た 経 緯 を 表 わ し て い ま す 。 現 在 に 至 る ま で 、 お よ そ 4 0 0  年 の 歳 月 を か け 整

備 し て き た 土 木 技 術 史 の 集 大 成 を み る こ と が で き る 地 域 と い っ て 過 言 で は あ り ま せ ん 。

　 頓
と ん ぞ す

蔵 主 土 手 跡 を 始 め と し て 、 自 然 堤 防 を 利 用 し て 築 い た 土 手 を 幾 重 に も 配 置 し て 佐 波 川 の 本

流 が 現 況 の よ う に 西 流 と な る よ う に 制 御 し つ つ 、 元 よ り 自 然 水 路 と し て あ っ た 清 水 川 ・ 団 平 川

を 掘 り 下 げ る 等 の 方 法 で 基 幹 用 排 水 路 と し て 固 定 化 が 図 ら れ ま し た 。 こ れ に よ り 水 路 網 の 確 保

と 周 囲 の 乾 燥 化 が 促 進 し て 耕 作 地 、 居 住 地 と し て の 利 用 が 広 が る こ と に な っ た の で す 。

　 三 角 州 地 帯 の 表 層 に 流 れ る 水 量 を 制 限 す る こ と で 乾 燥 化 が 進 む と 臨 海 の 浜 辺 は 、 さ ら に 干 潟

化 が 進 行 し ま し た 。 そ こ に 海 水 が 入 ら な い よ う に 土 手 を 築 い て 開 作 地 を 広 げ る の が 次 の 段 階 で

す 。 近 世 に 築 か れ た 大 規 模 な 開 作 土 手 と 田 否 の 多 く は 現 状 で は 道 路 と 水 路 の 関 係 で 施 工 の 名 残

を 示 し て い ま す 。 江 戸 時 代 の 上 地 開 作 地 の 水 田 区 域 は 、 現 在 で も 耕 作 地 が 広 が り 、 新 田 開 発 の

成 果 が 継 承 さ れ て い ま す 。
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古 写 真 で み る 三 田 尻 の 近 代 化 の 促 進

1 0 0  年 前 の 鞠 生 松 原

　 明 治 4 4  年 ( 1 9 1 1  年 )  の 明 治 天 皇 行 幸 を 記 念 し て 刊 行 さ れ た 『 華 浦 勝 境 』 に 収 め ら れ た 「 鞠 生 松 原 」

の 勝 景 で す 。 今 川 了 俊 や 細 川 幽 斎 と い っ た 来 訪 者 も こ の 地 か ら 見 た 眺 望 の 美 し さ を 讃 え た 和 歌 を 遺 し

て い ま す 。 明 治 時 代 く ら い ま で は 彼 ら 中 世 の 来 訪 者 が 立 ち 寄 っ た 旧 海 岸 線 に 沿 っ て 、 黒 松 が 長 さ 6 0 0  ｍ 、

幅 1 0 0  ｍ 程 の 範 囲 に 群 生 し て 松 原 の 美 し さ を 伝 え て い た よ う で す 。

　 ２ 枚 の 写 真 は 三 田 尻 地 域 周 辺 の 同 じ 部 分 が 撮 影 さ れ て い て 、 2 3  年 の 時 間 差 に お け る 変 化 を 具 体 的 に

知 る こ と が で き る 貴 重 な 資 料 で す 。 全 般 的 に 田 畑 が 減 少 し 、 宅 地 や 営 業 所 と み ら れ る 土 地 利 用 に 更 新

さ れ た 部 分 が 増 え て い る こ と が わ か り ま す 。 細 部 を み る と 、 江 戸 時 代 以 来 の 道 筋 に 沿 っ た 町 屋 の 建 物

は 小 規 模 な 建 物 が 減 少 し て 二 階 建 て な ど 高 さ が あ る 建 物 が 増 え て い ま す 。 周 辺 部 で も 草 葺 の 傾 斜 が き

つ い 高 い 屋 根 の 建 物 が 減 少 し て 、 瓦 葺 で 下 屋 が 付 い た 傾 斜 が 緩 や か な 屋 根 の 建 物 に 移 り 変 わ っ て い る

こ と が 読 み 取 れ ま す 。 三 田 尻 の ま ち 並 み の 背 後 に 現 れ た 壮 大 な 工 場 の 状 況 と 合 わ せ て 、 そ の 周 辺 で 昭

和 初 期 に 受 け 入 れ ら れ た 近 代 の 生 活 様 式 を 記 録 し た 写 真 と い え ま す 。 ま た 、 8 5  年 後 に 現 存 す る 同 じ 形

状 の 建 物 に つ い て は 、 歴 史 的 建 造 物 と し て の 年 代 を 想 定 す る 手 が か り と な っ て い ま す 。

明 治 末 期 の 三 田 尻 の ま ち 並 み

『 華 浦 勝 境 』 明 治 4 4  年 発 行

昭 和 初 期 の 三 田 尻 の ま ち 並 み

福 島 人 絹 株 式 会 社 防 府 工 場 竣 工 写 真 (  昭 和 ９ 年 )

鞠 生 松 原

『 華 浦 勝 境 』 明 治 4 4  年 発 行
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　 　 ⑤ 中 関 ・ 西 浦 地 域 　(  文 化 財 地 域 文 化 区 分 )

[  多 島 海 の 光 景 の 面 影 ]

　 向 島 、 田 島 、 女 山 、 佐 波 島 は 沿 岸 近 く に あ る 島 嶼 地 形 を 示 し 、 か つ て は 一 群 と し て 瀬 戸 内 海

多 島 海 の 光 景 を つ く り 出 し て い た こ と を 彷 彿 と さ せ ま す 。 寛 永 ５ 年 ( 1 6 2 8  年 )  に 竣 工 し た 潮 合

開 作 に よ っ て 田 島 ・ 女 山 は 地 続 き と な り ま し た 。 向 島 は 立 地 条 件 を お さ え た 港 の 利 便 性 を 活 か

す た め 、 地 続 き と な ら な い よ う に 浚 渫 等 の 努 力 が な さ れ て き ま し た 。 昭 和 2 5  年 ( 1 9 5 0  年 )  に

錦 橋 が 架 橋 さ れ て か ら 歩 い て 渡 れ る よ う に な り 、 昭 和 4 4  年 ( 1 9 6 9  年 )  に 現 在 の 架 構 路 面 が 旋

回 す る 可 動 橋 が 竣 工 し ま し た 。

　 島 嶼 地 形 を 構 成 す る 山 々 は 変 成 岩 を 母 岩 と し て 山 容 は な だ ら か で 、 大 き さ や シ ル エ ッ ト が や

わ ら か い 印 象 も 手 伝 っ て 景 観 要 素 と し て 歴 史 的 に 着 目 さ れ る 対 象 で し た 。 特 に 向 島 は 古 く か ら

此 岸 で あ る 国 府 か ら 見 て 、 向 こ う 岸 (  彼 岸 )  に あ る 理 想 郷 と し て の 蓬 莱 島 に 見 立 て ら れ た よ う

で す 。 ま た 遠 景 の 向 島 と 近 景 の 鞠 生 松 原 が 防 府 を 代 表 す る 愛 で る べ き 景 勝 地 と し て 旅 日 記 や 文

学 に 謳 わ れ て き ま し た 。

[  海 の 産 業 史 ]

　 田 島 に は 黒 山 古 墳 群 ・ 田 島 山 上 地 古 墳 ・ 中 浦 瀬 の 上 古 墳 等 数 多 く の 古 墳 が 残 さ れ て い ま す 。

ま だ 海 域 に 囲 ま れ た 島 で あ っ た 時 代 に 航 海 を す る 上 で 重 要 視 さ れ た 地 点 に 築 か れ た も の で す 。

外 部 者 か ら み て 政 治 的 に 重 宝 さ れ た 水 先 案 内 や 廻 船 と い っ た 操 船 技 術 を 確 実 に こ な せ る 地 域 の

統 率 者 た ち が 埋 葬 さ れ た 墳 墓 と 考 え ら れ ま す 。 そ れ を 下 支 え し た 島 の 生 業 は 漁 撈 や 塩 づ く り と

み ら れ 、 近 世 ・ 近 代 ま で 引 き 継 い だ 産 業 の 基 礎 が 培 わ れ て い ま し た 。

　 近 世 は 入 浜 式 塩 田 で あ っ た 広 大 な 用 地 が 、 現 在 は 自 動 車 産 業 を 始 め と す る 臨 海 工 業 地 に 転 換

し ま し た が 、 干 拓 の 土 手 を 基 礎 と し て 外 郭 線 が 伝 承 さ れ て い る た め 中 関 塩 田 跡 ・ 西 浦 塩 田 跡 の

位 置 や 規 模 を し の ぶ こ と が で き ま す 。 時 代 を 超 え て 求 め ら れ た 臨 海 地 の 共 通 す る 機 能 は 、 船 を

使 っ て 資 材 や 製 品 (  商 品 )  の 搬 出 入 を お こ な え る こ と で 、 現 代 も 港 湾 施 設 が 整 備 さ れ て い ま す 。

　 枡 築 ら ん か ん 橋 が 架 か る 入 川 や 新 前 町 を 形 成 す る 道 路 沿 線 の 風 情 も 残 さ れ て い ま す 。 建 造 物

等 は 更 新 さ れ あ ま り 残 存 し ま せ ん が 、 土 地 に 根 ざ し た 土 木 技 術 に 着 目 す る こ と で 地 域 の 歴 史 文

化 の 深 層 の 部 分 を 探 る こ と が で き ま す 。 当 地 に は 漁 港 も 数 多 く あ り 、 古 墳 時 代 の 生 業 の 要 素 が

引 き 継 が れ 、 変 化 し な が ら 地 域 の 基 盤 産 業 と な っ て い る こ と を 実 感 で き る 環 境 に あ り ま す 。

　 　 ◆ ◆  文 化 財 保 存 活 用 区 域   ：   中 関 地 区   ◆ ◆

　 中 関 は 本 格 化 し た 塩 生 産 を 発 展 さ せ る 拠 点 と な り 、 塩 の 積 み 出 し 港 と な る 町 と し て 、 毛 利 重

就 (  萩 藩 ７ 代 藩 主 )  が 、 江 戸 時 代 中 期 の 明 和 年 間 に 整 備 を 始 め ま し た 。 熊 毛 郡 浅 江 (  光 市 )  出

身 の 町 人 の 加 藤 伝 蔵 に 中 関 の 経 営 を 命 じ 、 人 や 船 が 中 関 に 集 ま る よ う に 、 特 別 許 可 で 芝 居 小 屋

な ど の 娯 楽 施 設 が 置 か れ 賑 わ う よ う に な り ま し た 。

　 田 島 山 の 東 麓 に あ る 海 岸 近 く の 狭 い 平 地 に 港 町 の ま ち 並 み が 形 成 さ れ て い ま す 。 現 況 で は 明

治 2 2  年 ( 1 8 8 9  年 )  に 整 備 さ れ た 中 関 港 道 が 南 北 を 通 り 町 場 と 西 泊 の 船 着 場 を つ な い で い ま す 。

塩 竃 厳 島 神 社 と 近 世 ・ 近 代 を 通 じ て 中 関 の 経 営 を 担 っ て き た 加 藤 家 の 居 住 地 で も あ る 旧 加 藤 酒

造 の 敷 地 が 町 場 の 中 核 と な っ て い ま し た 。 雁 木 な ど の 施 設 は 遺 存 し ま せ ん が 、 両 者 の 敷 地 は 西

泊 に つ な が る 入 江 に 面 し て お り 、 接 岸 し た 船 か ら 直 接 上 陸 で き る 仕 組 み で あ っ た こ と が う か が

え ま す 。
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図 1 2 8 　 ⑤ 中 関 ・ 西 浦 地 域

中
関
港
道

道
標

く
ぐ
り
岩

鹿
角
神
社

磯
崎
神
社

女
山
古
墳
群

シ
イ
の
木
田
島
山
上
地
古
墳

赤
石
古
墳

国
弘
家
の
ナ
ギ

里
程
標

信
行
寺

西
浦
焼
窯
跡

向
島
焼
窯
跡

向
島
製
塩
工
場
跡

住
吉
神
社

旧
加
藤
酒
造

金
切
神
社

金
切
神
社

中
関
宰
判
勘
場
跡

中
浦
瀬
の
上
古
墳

玉
祖
神
社

黒
山
古
墳
群

道
標

野
面
石

西
政
寺

恵
比
須
社

ク
サ
フ
グ
産
卵
地

地
蔵

和
立
海
神
社

毛
利
藩
蔵
屋
敷
跡

厳
島
神
社

魚
見

立
岩
稲
荷

中
関
塩
田
跡

西
浦
塩
田
跡

小
茅
八
十
八
ヶ
所
霊
場

み
か
ん
園

西
浦
・
開
作
地
の
水
田

三
田
尻
浜
大
会
所
跡

三
田
尻
浜
大
会
所
跡

三
田
尻
塩
田
記
念
産
業
公
園

三
田
尻
塩
田
記
念
産
業
公
園

枡
築
ら
ん
か
ん
橋

枡
築
ら
ん
か
ん
橋

防
府
市
中
浦
の
緑
色
片
岩

防
府
市
中
浦
の
緑
色
片
岩

エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ

 
自
生
南
限
地
帯

エ
ヒ
メ
ア
ヤ
メ

 
自
生
南
限
地
帯

防
府
市
向
島
の
寒
桜

防
府
市
向
島
の
寒
桜

向
島
タ
ヌ
キ
生
息
地

向
島
タ
ヌ
キ
生
息
地

塩
竃
厳
島
神
社

塩
竃
厳
島
神
社

◆
◆
 
中
関
地
区 
◆
◆

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

  ◆ ４ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 と 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 概 要

1 5 5

６ 章



枡 築 ら ん か ん 橋

塩 田 作 業 体 験

三 田 尻 塩 田 記 念 産 業 公 園

錦 橋

西 浦 焼

塩 田 跡 地 の 工 場 地 帯

中 浦 の 緑 色 片 岩

立 岩 稲 荷

浜 子 う た

西 浦 の み か ん 園  出 荷 作 業

エ ヒ メ ア ヤ メ

防 府 市 向 島 の 寒 桜

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

  ◆ ４ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 と 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 概 要

1 5 6

６ 章



図 1 2 9 　 中 関 地 区
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　 　 ⑥ 富 海 地 域 　(  文 化 財 地 域 文 化 区 分 )

　 富 海 は 南 西 に 向 く 湾 が 島 影 の な い 周 防 灘 に 直 面 し て い ま す 。 豊 後 水 道 の 潮 流 の 延 長 上 に 位 置

し て お り 、 吹 き 込 む 南 風 の 影 響 で 穏 や か な 周 辺 域 よ り 波 が 高 く な る 様 子 か ら 「 外 の 海 」 と み な

さ れ 、 名 付 け ら れ た と さ れ ま す 。 古 く は 正 治 元 年 ( 1 2 0 0  年 )  の 周 防 国 在 庁 官 人 置 文 (  東 大 寺 文

書 )  に 「 富 海 」 と い う 地 名 が 記 録 さ れ て い ま す 。 近 世 の 藩 政 時 代 に は 富 海 村 は 徳 山 藩 に 属 し て

い ま し た 。

[  自 然 豊 か な 環 境 に 育 ま れ た 多 様 性 あ る 歴 史 文 化 ]

　 南 は 瀬 戸 内 海 に 面 し 、 北 に 大 平 山 が そ び え る 立 地 に あ り 、 そ の 間 の 斜 面 や 平 地 を 暮 ら し の 場

と し て 利 用 し て き ま し た 。 現 在 の 新 川 が 流 れ る 谷 筋 が 北 東 方 向 に 延 び 、 そ の 先 に 富 海 地 域 お よ

び 佐 波 郡 の 東 の 境 界 と な る 椿 峠 が あ り ま す 。 都 濃 郡 か ら 椿 峠 ( 郡 境 碑 )  を 越 え て 佐 波 郡 に 入 っ

た 近 世 の 山 陽 道 は 新 川 左 岸 に 沿 っ て 真 直 ぐ に 通 り 、 古 代 末 期 以 降 に 生 成 さ れ た 砂 丘 上 面 を 目 指

し て 設 定 さ れ て い ま す 。 砂 丘 に よ っ て で き た 微 高 地 は 、 山 陽 道 を さ ら に 西 進 す る と 橘 坂 か ら 浮

野 峠 に 至 る 難 所 が 控 え て い る た め 、 両 峠 の 間 に あ る 休 泊 地 と し て 旅 人 に 重 要 視 さ れ た こ と で

し ょ う 。 近 世 に は こ う し た 必 要 性 に 応 じ て 適 地 と し て 富 海 宿 が 成 り 立 っ た も の と み ら れ ま す 。

　 砂 丘 の 北 寄 り 背 面 に は 鮎 児 川 が つ く り 出 し た 扇 状 地 の 緩 傾 斜 面 が ひ ろ が り 田 畑 や 住 宅 と し て

広 く 利 用 さ れ て い ま す 。 さ ら に そ の 背 後 の 段 丘 ・ 山 麓 部 分 に は 、 近 代 に な っ て 本 格 的 に 積 ま れ

た 石 垣 で で き た 棚 田 が 続 き ま す 。 石 垣 の 石 材 は 近 隣 で 産 出 す る 変 成 岩 を 使 い 、 産 出 地 に 近 い 標

高 が 高 い 地 点 で は 大 き い 石 材 を 混 ぜ て 野 面 積 み に 、 標 高 が 低 い 地 点 で は 小 さ め の 石 材 を 谷 積 み

で 仕 上 げ て い ま す 。 鮎 児 川 を 上 流 に 遡 る と 変 成 岩 と 花 崗 岩 の 境 目 に で き た 琴 音 の 滝 が あ り ま す 。

近 代 に 琴 音 滝 周 辺 は 夏 の 涼 を 求 め る 多 く の 人 た ち を 誘 う 空 間 と し て 開 発 さ れ ま し た 。

　 富 海 海 岸 の 砂 浜 を 海 水 浴 場 と し て 利 用 が 始 ま っ た の は 明 治 時 代 末 頃 で 、 富 海 駅 が で き た こ と

で 来 訪 者 を 呼 び 、 美 し い 富 海 海 岸 が 海 浜 リ ゾ ー ト と し て 賑 わ い を み せ ま し た 。 ま た 瀬 戸 内 海 国

立 公 園 の 範 囲 に あ る 八 崎 岬 ・ 小 島 の 磯 辺 は 日 本 庭 園 の 立 石 を 思 わ せ る 景 観 が ひ ろ が り 、 砂 浜 と

対 照 的 な 美 し さ が 魅 力 で す 。

　 富 海 浦 と 呼 ば れ て き た 湾 入 し た 海 岸 の 最 奥 部 に 、 海 上 航 海 の 安 全 を 司 る 宗 像 三 姫 を ま つ る 国

津 姫 神 社 が 鎮 座 し ま す 。 航 海 の 技 術 を 有 し た 富 海 は 古 く か ら 保 有 す る 船 数 が 多 く 漁 業 が 盛 ん な

土 地 柄 で す が 、 江 戸 時 代 後 期 に な る と い さ ば 船 ・ 飛 船 が 増 え 、 遠 く 大 坂 界 隈 ま で 出 る よ う な 廻

船 業 が 有 名 に な り ま す 。 富 海 浦 の 船 便 は 街 道 の 宿 駅 と 同 地 に あ る た め 利 便 性 が 良 く 、 交 通 の 要

衝 と し て 重 要 性 が 高 ま り ま し た 。

　 　 ◆ ◆  文 化 財 保 存 活 用 区 域   ：   富 海 地 区   ◆ ◆

　 富 海 宿 は 宿 駅 の 規 模 と し て は や や 小 さ い 「 半 宿 」 で 、 公 的 に は 東 の 福 川 宿 と 西 の 宮 市 宿 の 間

で 休 息 に 利 用 さ れ 、 宿 泊 は 小 規 模 の 人 数 の 際 に 利 用 さ れ ま し た 。 往 来 筋 は 砂 丘 頂 上 の 一 番 高 い

部 分 に 設 定 さ れ 、 南 北 が 緩 や か に 下 が る 地 形 に 奥 行 き が 長 い 区 画 を 造 成 し て 町 屋 が 連 続 す る 宿

場 ら し い 町 割 り が 残 さ れ て い ま す 。 南 側 の 町 屋 の 南 端 に 高 さ ３ ｍ 程 の 石 垣 を 築 い て 砂 質 の 地 盤

が 崩 れ な い よ う に 施 工 し 、 多 く は 石 垣 の 上 に 蔵 が 建 つ 構 造 と な っ て い ま す 。 富 海 浦 に 面 し た 地

域 で は そ の 蔵 に 船 の 管 理 ・ 整 備 に 関 す る 道 具 類 や 部 材 を 納 め て い た た め 、 船 蔵 と 呼 ん で い ま す 。

　 富 海 浦 は 、 徳 山 藩 直 営 事 業 と し て 文 政 ５ 年 ( 1 8 2 2  年 )  に 浦 開 作 を 、 ３ 年 後 に は 八 ツ 崎 開 作 に

着 手 し 塩 田 経 営 が な さ れ る よ う に な り 、 そ の 後 湾 岸 地 形 の 大 半 が 農 地 に 切 り 替 わ り ま し た 。
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図 1 3 0 　 ⑥ 富 海 地 域
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図 1 3 1 　 富 海 地 区

浦 開
作

八
ツ
崎
開
作

砂 浜

別 荘 群 跡

山 陽 道

海 蔵 寺

富 海
駅

本 陣 跡

国 津 姫 神 社

光 増 寺

市 指 定 史 跡

入 本 屋 宅 跡
伊 藤 井 上 両 公 上 陸 遺 蹟 碑

市 指 定 史 跡

入 本 屋 宅 跡
伊 藤 井 上 両 公 上 陸 遺 蹟 碑

国 登 録 有 形 文 化 財

清 水 家 住 宅 主 屋
国 登 録 有 形 文 化 財

清 水 家 住 宅 主 屋

藍 染 め

国 津 姫 神 社

山 陽 道

清 水 家 住 宅

船 蔵 通 り

◆ ◆ 　 文 化 財 保 存 活 用 区 域 ： 　 富 海 地 区 　 ◆ ◆

0 5 0 0 m

歴 史 的 建 造 物

寺 ・ 神 社

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

  ◆ ４ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 と 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 概 要

1 6 1

６ 章



　 　 ⑦ 小 野 地 域 　(  文 化 財 地 域 文 化 区 分 )

　 小 野 地 域 と 総 括 す る 範 囲 は 佐 波 川 の 中 流 域 両 岸 に 広 が る 郊 外 の 農 村 地 域 が 対 象 と な り ま す 。

[  自 然 の 関 門 を お さ え た 要 所 ]

　 右 田 地 域 か ら 佐 波 川 に 沿 っ て 上 流 へ 小 野 地 域 に 向 か う 際 に 、 地 形 が 生 ん だ 自 然 境 界 が 両 岸 に

見 え て き ま す 。 こ の 境 界 は 、 古 く か ら 防 府 の 人 々 が 意 識 し て き ま し た 。 右 岸 は 峪 ( か け ) と い

う 地 名 が 表 わ す 崖 が あ っ た 場 所 で す 。 現 在 は 自 動 車 が 通 れ る ほ ど 大 き く 削 岩 さ れ て い ま す が 、

近 世 以 前 は 尾 根 筋 が 佐 波 川 に 迫 る 地 形 で あ っ た 為 に 道 幅 が わ ず か し か と れ ず 、 崖 下 に 川 の 流 れ

が 見 え る よ う な 交 通 の 難 所 で あ っ た よ う で す 。 対 岸 は 大 景 (  お お か げ )  と 呼 ば れ 、 同 様 に 佐 波

川 の 流 れ が 矢 筈 ヶ 岳 西 麓 の 岩 肌 を 浸 食 す る 山 と 川 が 迫 っ た 地 形 で 、 広 域 を 結 ぶ 主 要 交 通 路 と し

て の 往 来 は 避 け ら れ た 険 し い 地 形 で あ っ た と み ら れ ま す 。 宇 佐 八 幡 宮 を 中 心 と す る 鈴 屋 や 山 寺

の 松 尾 山 天 皇 院 が あ る 真 尾 は 、 こ う し た 佐 波 川 の 峡 谷 が つ く り 出 し た 自 然 の 関 門 や 牟 礼 峠 の 北

側 を お さ え る 位 置 に あ り ま す 。 小 野 地 域 は 郊 外 の 農 村 地 域 で あ る だ け で は な く 、 歴 史 的 に は 山

陰 地 方 と の 交 通 線 の 維 持 を 考 え る 上 で 政 治 的 に も 重 要 な 役 割 を 果 た し て き た 地 域 で す 。

[  石 風 呂 が あ る 文 化 の 中 心 地 域 ]

　 石 風 呂 は 、 直 径 ２ ｍ 程 の 円 形 (  ド ー ム 状 )  に 石 を 積 み あ げ て 造 っ た 室 の 中 で 蒸 気 浴 ・ 熱 気 浴

を お こ な う 施 設 で す 。 体 が 芯 か ら 温 ま り 疲 労 回 復 や 神 経 痛 や 肩 こ り な ど の 治 療 に 効 果 が あ り ま

す 。 石 風 呂 は 山 口 県 を 中 心 と し た 瀬 戸 内 海 西 部 沿 岸 地 域 に 数 多 く み ら れ 、 特 に 防 府 ・ 徳 地 の 佐

波 川 流 域 と 大 島 郡 一 帯 は 分 布 密 度 が 極 め て 高 い 地 域 と な っ て い ま す 。 当 地 で は 鎌 倉 時 代 に 東 大

寺 再 建 に 尽 力 し た 重 源 上 人 の 創 設 と い う 伝 承 や 薬 師 如 来 の 信 仰 と 結 び つ い た も の が 多 い こ と も

特 徴 で す 。 こ れ ま で 佐 波 川 流 域 で 確 認 さ れ た 石 風 呂 の 数 は 、 徳 地 地 域 で 3 7  基 、 防 府 地 域 で 4 0

基 あ り 、 そ の 内 1 7  基 が 小 野 地 域 に あ り 、 ９ 基 が 現 存 し て い ま す 。 焚 き 木 で 温 め 、 残 り 火 を か

き 出 し た 後 に 、 水 に 浸 し た 藁 や 筵 と 石 菖 ・ モ メ ラ (  彼 岸 花 )  の 葉 ・ 蓬 な ど 季 節 ご と に 野 に あ る

植 物 を 敷 い て 入 浴 し て い ま し た 。 人 々 の 疲 れ を 癒 し 共 同 で 運 営 さ れ て き た 石 風 呂 は 、 地 域 社 会

の 憩 い の 場 と し て 機 能 し て い ま し た 。

　 　 ◆ ◆  文 化 財 保 存 活 用 区 域  ：  久 兼 地 区  ◆ ◆

　 久 兼 地 区 と 周 南 市 湯 野 を 結 ぶ 野 峠 の 北 寄 り に 中 世 以 前 の 銅 鉱 山 の 跡 と 伝 わ る 金 山 が あ り 、 周

辺 に も 兼 森 、 赤 山 と い っ た 銅 鉱 の 産 出 に 因 む 地 名 が 残 っ て い ま す 。 水 量 が 豊 か な 久 兼 川 が 流 れ

る 谷 筋 は 、 地 質 の 境 界 に 生 成 さ れ た と み え て 右 岸 は 変 成 岩 、 左 岸 は 花 崗 岩 地 帯 と な っ て い ま す 。

こ の 久 兼 地 域 の 地 質 的 特 性 を 活 か し た 産 業 遺 産 に 標 高 差 が 9 5  ｍ あ る 大 規 模 な 棚 田 が あ り ま す 。

棚 田 を 形 成 し て い る 石 垣 は 、 大 き な 石 材 は 岩 塊 の 花 崗 岩 を 、 小 さ な 石 材 は 板 状 の 変 成 岩 を 利 用

し て 丁 寧 に 積 み 上 げ て い ま す 。 棚 田 は 古 く は 土 羽 で 造 成 し た と み ら れ 、 徐 々 に 石 垣 に 替 え ら れ

て き た 様 子 が わ か り ま す 。 棚 田 を 構 成 す る 石 垣 の 中 に は 巨 石 の 花 崗 岩 を 一 定 間 隔 に 配 置 し て 、

そ の 間 を 小 さ い 石 材 を 埋 め る よ う に し て 積 む 古 い 技 法 が 伝 わ る 部 分 も あ り ま す 。

　 棚 田 周 囲 の 山 麓 に は 、 野 峠 を 越 え た 周 南 市 四 熊 ヶ 岳 で 産 出 す る 角 閃 石 安 山 岩 を 加 工 し た 中 世

の 宝
ほ う き ょ う い ん と う

篋 印 塔 が 数 多 く 残 さ れ て お り 、 中 世 か ら 引 き 継 ぐ 地 域 文 化 が あ る こ と を 物 語 っ て い ま す 。

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

  ◆ ４ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 と 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 概 要

1 6 2

６ 章



図 1 3 2 　 ⑦ 小 野 地 域

野 峠

大 景

峪

3 0 0 02 0 0 01 0 0 001 0 0 0 m

山 陽 道

中
関
港
道

中 関 港 道

金 比 羅 社
  金 比 羅 滝

釈 迦 寺 跡

石 風 呂

魚 切 り の 滝

こ え ん 渕

観 音 堂

井 手 山 古 墳

川 土 手

法 師 岩

渡 し 場 跡

下 居 社 跡

三 ケ 岩

水 神 様

観 音 滝

八 幡 宮

荒 神 社

石 風 呂

宝 積 寺

地 蔵 堂 跡
金 山

(  鉱 山 跡 )

経 塚

埴 山 神 社

客 天 神 社

観 音 様

馬 頭 観 音
荒 神 様

宗 音 寺

青 森 神 社

井 ノ 山 遺 跡

奈 美 松 ヶ 谷 古 墳

鈴 ヶ 森
渡 し 場 跡

荒 神 社

薬 師 堂
石 風 呂

大 歳 社

乙 女 塚

宝 積 寺 跡

経 納 様

石 風 呂

石 風 呂

甑 嶽

山 上 様 ・ 石 鎚 様

長 楽 寺 跡
真 尾 の 棚 田

光 明 寺

松 尾 山 天 皇 院 跡

久 兼 の 棚 田

普 明 寺 観 音 堂普 明 寺 観 音 堂

宇 佐 八 幡 宮宇 佐 八 幡 宮

普 門 寺普 門 寺

中 山 薬 師 堂中 山 薬 師 堂

◆ ◆  久 兼 地 区  ◆ ◆

山 陽 道

中
関
港
道

上 山 満 之 進
生 家 跡

江 泊 八 十 八 ヶ 所 霊 場

江 泊 瓦 窯 跡江 泊 瓦 窯 跡

◆ ◆  三 田 尻 地 区  ◆ ◆

田 島 山

田 島 山

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

  ◆ ４ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 と 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 概 要

1 6 3

６ 章



宇 佐 八 幡 宮 の 腰 輪 踊 り

中 山 薬 師 堂 の 薬 師 如 来

鈴 ヶ 森

普 明 寺 観 音 堂 の 釈 迦 如 来

平 の 石 風 呂

松 尾 山

普 門 寺 の 木 喰 仏

中 門 造 り の 住 宅

佐 波 川 川 土 手

真 尾 の 棚 田

宇 佐 八 幡 宮

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

  ◆ ４ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 と 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 概 要

1 6 4

６ 章



図 1 3 3 　 久 兼 地 区

地 蔵 堂 跡

金 山 鉱 山 跡

乙 女 塚

経 納 様

宝 篋 印 塔宝 篋 印 塔

宝 積 寺 跡

宝 篋 印 塔
宝 篋 印 塔

宝 篋 印 塔

石 風 呂

宝 篋 印 塔

客 天 神 社

宝 積 寺

河 内 社 跡

埴 山 神 社

埴 山 神 社

久 兼 の 石 風 呂

宝 篋 印 塔

久 兼 の 棚 田 (  上 ： 上 流 　 下 ： 下 流 )

◆ ◆ 　 文 化 財 保 存 活 用 区 域 ： 　 久 兼 地 区 　 ◆ ◆

0 5 0 0 m

歴 史 的 建 造 物

寺 ・ 神 社

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

  ◆ ４ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 と 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 概 要

1 6 5

６ 章



　 　 ⑧ 大 道 地 域 　(  文 化 財 地 域 文 化 区 分 )

　 東 に 楞 厳 寺 山 ( 3 6 9 . 8 ｍ ) 、 西 に 華 北 山 ( 2 6 0 . 7 ｍ ) 、 南 に 亀 尾 山 [  大 海 山 ] ( 3 2 4 . 8 ｍ )  が 主 峰 と

し て あ り 、 そ の 間 の 低 地 は 時 代 を 経 る ご と に 開 墾 が な さ れ 、 近 世 以 降 は 広 い 水 田 地 帯 と し て 利

用 さ れ て き ま し た 。 横 曽 根 川 と 河 内 川 が 当 地 の 流 域 を 形 成 し ま す が 、 佐 波 川 河 口 と 合 流 す る 開

口 部 分 の 低 地 は 古 代 前 半 期 ま で 海 域 が 湾 入 す る 環 境 で 、 現 在 の 大 道 駅 付 近 に は 繁 枝 砂 丘 が 広

が っ て い ま し た 。 風 化 し た 花 崗 岩 の 真 砂 に よ る 堆 積 作 用 は 著 し く 、 低 地 を 埋 め て 島 で あ っ た 柴

山 も 陸 続 き と な り ま す 。

[  溜 池 文 化 の 中 心 地 域 ]

　 『 防 長 風 土 注 進 案 』 に よ れ ば 、 江 戸 時 代 の 横 曽 根 川 と 河 内 川 は 砂 川 と 表 現 さ れ 、 水 が 流 れ る

の は 降 雨 後 の １ ～ ２ 日 で 、 通 常 は 水 が 流 れ ず 砂 ば か り の 状 況 で あ っ た と 記 載 さ れ て い ま す 。 そ

の た め 当 時 か ら 稲 作 の た め の 用 水 は 溜 池 に 依 存 し て い ま し た 。 同 書 に 記 録 さ れ た 現 市 内 全 域 の

溜 池 数 が 3 0 0  あ る う ち 、 大 道 地 域 は 過 半 数 の 1 5 3  と あ り 、 溜 池 が 集 中 す る 地 域 と い え ま す 。

　 多 く の 溜 池 は 地 域 ぐ る み で 築 堤 さ れ 、 共 同 で 管 理 さ れ て き た た め 、 溜 池 を め ぐ る 文 化 が 育 ま

れ て き ま し た 。 溜 池 は 農 作 物 を 育 て る 大 切 な 水 を 貯 め て 、 利 用 す る こ と が 主 目 的 で す が 、 魚 や

水 生 植 物 を 採 取 し た り 、 牛 馬 を 洗 っ た り 、 子 ど も た ち の 遊 び 場 と し て も 使 わ れ る 空 間 で し た 。

大 道 地 域 に は 溜 池 と 暮 ら し に 関 す る 伝 統 文 化 が 数 多 く 伝 わ っ て い ま す 。

[  地 質 の 特 性 に 関 わ り が 深 い 歴 史 的 産 業 ]

　 市 内 の 他 の 地 域 が す べ て 佐 波 郡 で あ る の に 対 し て 、 大 道 地 域 は 吉 敷 郡 に 属 す る こ と が 歴 史 的

な 特 徴 で す 。 当 地 の 切 畑 に は 佐 波 郡 に は な い 火 山 岩 が み ら れ 、 地 質 を 要 因 と す る 吉 敷 郡 の 風 土

的 な 特 徴 が 垣 間 見 え ま す 。 横 曽 根 川 上 流 の 右 岸 に は 北 か ら 変 成 岩 ・ 火 山 岩 ・ 花 崗 岩 の 山 々 が 狭

い 地 帯 に 並 ん で い ま す 。 そ の 内 、 火 山 岩 の 金 山 は 古 代 に 銅 鉱 山 と し て 開 発 が 進 め ら れ 、 産 出 し

た 銅 を 素 材 に 鋳 銭 し た 伝 承 が あ り ま す 。 現 在 も 切 畑 と 鋳 銭 司 (  山 口 市 )  は 畦 倉 峠 を 越 え て つ な

が る 地 域 間 の 交 流 が 強 い と い う 特 色 が あ り ま す 。 ま た 千 切 峠 近 く で は 雲 母 を 採 掘 ・ 精 製 し 、 き

ら ら 工 場 で 「 き ら こ 」 を 製 造 す る 産 業 が 隆 盛 し ま し た 。 幕 末 に は 大 坂 に 販 路 を 拡 げ て 収 益 を 上

げ て い ま す 。 そ し て 大 道 で 重 要 視 さ れ た の は 萩 藩 の 御 用 窯 で あ る 萩 焼 の 陶 土 の 供 給 地 と し て の

役 割 で し た 。 古 く は 長 沢 池 東 部 で 採 掘 さ れ た 陶 土 が 、 鉄 分 が 少 な く き め 細 か な 粘 土 で 御 用 土 と

し て 重 用 さ れ て い ま し た 。 近 代 に な っ て か ら 地 元 で 産 出 す る 良 質 な 陶 土 を 使 っ て 生 産 が 始 ま っ

た の が 大 原 窯 で し た 。

[  民 俗 芸 能 の 宝 庫 ]

　 大 道 地 域 で は 多 く の 地 区 で 五 穀 豊 穣 を 願 う 祭 で あ る 大 歳 祭 が 1 0  ～ 1 2  月 に 催 さ れ ま す 。 小 俣

の 「 笑 い 講 」 、 岩 淵 の 「 な ん じ ょ う の 舞 」 は 古 く か ら 伝 わ る 大 歳 祭 の 行 事 と し て 有 名 で す 。 正

月 の 「 地 神 祭 」 か ら 始 ま る 農 業 に 関 わ る 多 く の 年 中 行 事 が 大 切 に 継 承 さ れ て い る こ と が 当 地 の

魅 力 で す 。 民 俗 芸 能 と し て 「 下 津 令 大 神 楽 」 、 「 切 畑 代 神 楽 」 、 「 小 俣 代 神 楽 」 、 「 旦 の 十 二 の 舞 」

が あ り 、 か つ て 盆 踊 り で 歌 わ れ て い た と い う 「 国 府 の 節 」 、 大 道 で 盛 ん だ っ た 「 人 形 浄 瑠 璃 」

も 保 存 会 で 継 承 さ れ て い て 、 無 形 (  民 俗 )  文 化 財 の 宝 庫 と し て 特 筆 で き る 地 域 で す 。
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麦 味 噌 文 化

　 日 本 各 地 で 古 く か ら 作 ら れ て き た 味 噌 づ く り

の 技 術 は 原 材 料 と 麹 の 種 類 で 地 域 性 が 認 め ら れ

ま す 。 現 在 お こ な わ れ て い る 各 地 の 主 要 な 味 噌

づ く り を 種 類 で 大 別 す る と 、 米 味 噌 、 豆 味 噌 、

麦 味 噌 と 沖 縄 諸 島 の ソ テ ツ 味 噌 に 分 類 で き る よ

う で す 。 防 府 の 味 噌 づ く り は 、 九 州 地 域 が 麦 味

噌 の 全 国 の 工 業 生 産 量 の 7 5 ％ を 占 め る 「 麦 味 噌

文 化 圏 」 の 中 に あ る と い っ て よ い で し ょ う 。 麦

味 噌 は 麦 麹 ＋ 大 豆 ＋ 塩 ＋ 水 で 作 ら れ る 味 噌 で 、

九 州 ・ 瀬 戸 内 地 域 で 麦 麹 の 原 材 料 と な っ て き た

の は 、 古 く か ら 栽 培 さ れ て き た ハ ダ カ 麦 で し た 。

麦 の 芳 香 が 移 っ た 独 特 の 風 味 と 麦 粒 が 残 る 素 朴

さ が 際 立 つ 見 た 目 か ら 、 田 舎 味 噌 と 呼 ば れ 愛 さ

れ て い ま す 。 伝 統 的 な 味 噌 づ く り を 継 承 し て い

る 防 府 の 醸 造 場 〔 光 浦 醸 造 工 業 (  株 ) 、 (  株 )  一

馬 本 店 〕 で は 、 地 元 で 昔 か ら 作 ら れ 、 食 さ れ て

き た 麦 味 噌 を 、 「 麦 麹 の 歩 合 が 高 く 、 塩 分 が 低 い

た め 、 口 の 中 で 麹 の 自 然 な 甘 み を 感 じ る ま ろ や

か な 味 わ い 」 と い う 特 徴 を 示 し て 紹 介 し て い ま

す 。

　 近 年 は 麦 味 噌 文 化 圏 で あ る 九 州 地 域 で も 、 他

地 域 か ら の 定 住 者 の 影 響 も あ っ て 、 麦 味 噌 と 米

味 噌 を 混 ぜ 合 わ せ た 「 合 わ せ 味 噌 」 の 販 売 が 拡

大 し て い る よ う で す 。 そ れ は 全 国 的 な 傾 向 で も あ る よ う で 、 米 味 噌 の さ っ ぱ り と し た う ま 味 と 麦 味 噌

の し っ と り と し た コ ク の あ る 味 の 両 者 を 併 せ 持 つ 商 品 の 需 要 が 今 後 も 増 え る と み ら れ て い ま す 。 合 わ

せ 味 噌 は 日 本 の 各 地 域 に 多 様 性 が あ る 風 味 の 味 噌 が あ っ て こ そ で き る 商 品 で す 。 な お さ ら に 地 域 色 豊

か な 味 噌 の 風 味 〈 防 府 の 麦 味 噌 〉 が 求 め ら れ て い く の か も し れ ま せ ん 。

　 日 常 の 食 生 活 の 味 の 基 本 と も い え る 味 噌 ・ 醤 油 と い っ た 伝 統 的 な 醸 造 技 術 は 防 府 の 風 土 を 表 わ し 特

色 を 示 す 文 化 で す 。 引 き 継 が れ て き た 技 術 を 誇 り に 思 い 、 「 ふ る さ と の 味 」 も ま た 地 域 文 化 (  食 文 化 )

の ひ と つ と し て 考 察 で き る 素 材 で あ る こ と の 認 識 を 深 め て い く 必 要 が あ り ま す 。

各 地 の 主 な 味 噌 づ く り の 文 化 圏

一 馬 本 店光 浦 醸 造 工 業

米 味 噌

豆 味 噌

麦 味 噌
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　 　 ⑨ 野 島 地 域 　(  文 化 財 地 域 文 化 区 分 )

　 周 南 群 島 に 属 す る 野 島 は 、 群 島 の 中 で 最 も 沖 合 に 位 置 し 、 全 島 が 瀬 戸 内 海 国 立 公 園 の 範 囲 内

に あ る 美 し い 島 で す 。 野 島 本 島 と 平 島 ・ 沖 島 で 構 成 さ れ 、 領 家 変 成 岩 で 成 り 立 っ て い ま す 。 お

ん に ょ う (  お 坊 さ ん ) 石 ・ 銭 石 ・ 姫 奇 台 (  乙 姫 の 腰 掛 ) 石 な ど 特 徴 あ る 岩 が 様 々 な も の に 見 立

て ら れ 名 付 け さ れ て い ま す 。

　 周 防 灘 東 端 の 孤 島 で あ る 野 島 は 、 瀬 戸 内 海 を 航 海 す る 船 に と っ て 指 針 を 定 め る べ き 目 標 と な

り 、 天 候 の 変 化 や 船 の 不 具 合 な ど に 対 応 で き る 避 難 島 と し て 重 要 な 役 割 を 果 た し て き た こ と が

想 定 で き ま す 。 た だ 、 い つ ご ろ か ら 人 が 定 住 し 始 め た の か は 資 料 が な く 不 明 で す 。

　 近 世 は 徳 山 藩 領 と な っ て い て 、 寛 延 ２ 年 ( 1 7 4 9  年 )  の 記 録 で 島 民 2 0 0  人 余 り が 半 農 半 漁 の 生

活 を 営 ん で い た こ と が わ か り ま す 。 明 治 3 5  年 ( 1 9 0 2  年 )  に は 当 時 の 野 島 村 は 佐 波 村 ・ 三 田 尻

村 と い ち 早 く 合 併 し て 防 府 町 と な り ま し た 。

　 昭 和 1 3  年 ( 1 9 3 8  年 )  に 呉 軍 港 を 補 助 す る 根 拠 地 、 燃 料 補 給 基 地 と し て 徳 山 要 港 が 開 設 さ れ

る と 徳 山 湾 の 先 端 に 位 置 す る 野 島 に は 、 エ ン ジ ン 音 を 察 知 し て 防 空 砲 台 に 敵 機 の 情 報 を 送 る 野

島 照 聴 所 が 設 置 さ れ ま し た 。 島 内 各 所 に 残 る 照 聴 所 指 揮 所 跡 を は じ め と す る 施 設 跡 は 当 時 の 設

備 配 置 の 状 況 が わ か る 重 要 な 戦 争 遺 構 で す 。

　 矢 立 神 社 で は ５ 年 ご と に 御 年 祭 が 開 催 さ れ 、 神 楽 十 二 の 舞 を お こ な う こ と に な っ て い ま す 。

野 島 に は 舞 が 伝 承 さ れ な か っ た た め 、 明 治 時 代 か ら 三 作 神 楽 (  周 南 市 ・ 国 重 要 無 形 民 俗 文 化 財 )

の 舞 人 を 招 い て 社 殿 の 前 に 仮 殿 を 構 え て 挙 行 し ま す 。 島 の 人 は 舞 人 を と て も 大 切 に し 、 舞 を 見

て 、 「 え ー 舞 じ ゃ ー 。 」 と 称 え 、 島 の 人 も 舞 人 も 双 方 が 盛 り 上 が る 光 景 が ２ 日 間 続 き ま す 。 1 2 0

年 以 上 に わ た っ て 築 か れ た 信 頼 関 係 で 成 り 立 つ 祭 事 な ら で は の 雰 囲 気 が 漂 い ま す 。

　 例 年 ８ 月 1 3  ～ 1 5  日 に 島 の 広 場 で 盆 踊 り が お こ な わ れ ま す 。 音 頭 取 り も 太 鼓 打 ち も 踊 り 子 も

一 つ の 輪 に 入 っ て 踊 る と い う 古 い 形 を 継 承 し た 盆 踊 り で す 。 野 島 小 ・ 中 学 校 に 併 設 さ れ た 「 茜

島 ふ る さ と 資 料 館 」 に は 野 島 の 夫 婦 が 収 集 し た 農 具 や 漁 具 ・ 昔 の 写 真 等 の 民 俗 資 料 が 保 存 ・ 公

開 さ れ て い ま す 。 島 の 伝 統 文 化 を 継 承 し て い く 意 志 が 表 わ れ て い ま す 。

野 島 全 景
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戦 争 遺 跡 を 見 つ め 直 す

　 戦 争 遺 跡 と は 、 戦 争 が な さ れ た 時 代 に 、 戦 争 の た め に 造 ら れ た 施 設 や 戦 争 で 被 害 を 受 け た 建 物 を は

じ め 、 発 掘 調 査 等 に よ る 発 見 で 戦 闘 行 為 が あ っ た こ と を 復 元 で き る 戦 跡 等 を 含 め た 遺 跡 の こ と で す 。

日 本 で は 近 年 、 特 に 第 ２ 次 大 戦 の 痕 跡 と し て 捉 え ら れ る 遺 構 の ま と ま り を 指 し 示 す 用 語 と し て 定 着 し

て い ま す 。

　 野 島 に 残 存 す る 野 島 照 聴 所 跡 は 、 徳 山 湾 全 体 に 展 開 し た 旧 海 軍 徳 山 要 塞 の 警 備 施 設 の １ つ と し て か

つ て 機 能 し た も の で 、 保 存 状 況 が 比 較 的 良 好 な こ と も あ り 、 当 時 の 技 術 を 実 地 で 知 る こ と が で き る 戦

争 遺 跡 を 代 表 す る も の と い え ま す 。

　 現 在 の 航 空 自 衛 隊 防 府 北 基 地 の 滑 走 路 も 旧 陸 軍 の 防 府 飛 行 場 で 施 工 さ れ た も の を 踏 襲 し て い ま す 。

ま た 南 基 地 の 敷 地 に は 、 大 戦 末 期 に 旧 防 府 海 軍 通 信 学 校 と 海 軍 兵 学 校 防 府 分 校 が 開 設 さ れ た 歴 史 が あ

り 、 周 辺 地 域 に 関 連 施 設 の 痕 跡 が み ら れ ま す 。 両 施 設 と も 終 戦 間 近 の 昭 和 2 0  年 ( 1 9 4 5  年 )  ７ ・ 8  月 に

米 軍 の 戦 闘 機 に よ り 機 銃 掃 射 の 被 害 を 受 け た 記 録 が 残 り ま す 。

　 戦 争 遺 跡 は 、 時 代 が そ れ ほ ど 遠 く な い 過 去 と い う こ と で 文 化 財 保 護 の 取 り 組 み が 遅 れ 、 「 負 の 遺 産 」

と 呼 ば れ る よ う に 暗 い 印 象 も あ る こ と な ど か ら 、 一 般 に 敬 遠 さ れ が ち な 対 象 と な っ て い ま す 。 戦 争 を

体 験 し た 世 代 が 減 少 し て 社 会 全 体 で 戦 争 の 記 憶 が 遠 の き つ つ あ る な か で 、 戦 争 遺 跡 も 忘 れ て は い け な

い 地 域 の 記 憶 で あ る こ と を 認 識 し 、 文 化 財 の 総 合 的 把 握 調 査 の 対 象 と し て 取 り 組 ん で い く べ き も の と

考 え ま す 。

◆ ◆ ◆ 　 　 野 島 に 残 る 戦 争 遺 構 　 　 ◆ ◆ ◆

探 照 灯 跡照 聴 所 指 揮 所 跡 (  内 部 )

探 照 灯 跡 に 残 る 「 海 軍 」 標 示聴 音 機 台 座 跡

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

  ◆ ４ ． 文 化 財 地 域 文 化 区 分 と 文 化 財 保 存 活 用 区 域 の 概 要
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