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《史跡の新指定》 ３件 

１ 三
さ ん

戸
の へ

城
じょう

跡
あ と

【青森県三
さんの

戸
へ

郡
ぐ ん

三
さんの

戸
へ

町
ま ち

】 

三戸城跡は三戸町の中心部、標高
ひょうこう

約１３１ｍの独立
どくりつ

河岸
か が ん

段 丘 上
だんきゅうじょう

に立地する、室町時代

から江戸時代のはじめにかけての奥州
おうしゅう

南部領
なんぶりょう

の本拠と伝えられる城跡である。 

この城を描いた複数の絵図
え ず

が残り、中でも安政
あんせい

４年（１８５７）成立の「三戸郡
さんのへぐん

三戸
さんのへ

御古城御縄張之図
おんこじょうおんなわばりのず

」は当時の状況を描いた精密
せいみつ

な測量図
そくりょうず

であり、曲
くる

輪
わ

の配置や門の位置、

城
じょう

道
どう

等を現地
げ ん ち

で照合
しょうごう

することができる。平成１６年度から令和元年度にかけて三戸町教

育委員会により実施された発掘調査により、絵図に描かれた施設の位置や時期の検証
けんしょう

等

が行われ、その結果、絵図は廃
はい

城
じょう

時の三戸城の状況をよく表していることが明らかになっ

た。 

また、石垣の石材の加工法から石垣が築かれた時期が複数あること、江戸時代初頭と推

定される造成土下
ぞ う せ い ど か

で、複数の整地層
せいちそう

が認められ、１４・１５世紀代の国産
こくさん

陶器
と う き

が出土する

ことから、この城は少なくとも１５世紀以前から城館
じょうかん

としての利用が始まり、江戸時代初

頭に至るまで複数回の改修が行われたと考えられる。 

三戸城跡は盛岡
もりおか

城
じょう

築城
ちくじょう

以前
い ぜ ん

の南部氏の本城
ほんじょう

の姿が詳細に復元できるとともに、戦国
せんごく

末期
ま っ き

から近世
きんせい

初頭
しょとう

における北東
きたとう

北
ほく

の築
ちく

城
じょう

技術
ぎじゅつ

を知る上で重要である。 

 

２ 柏木
かしわぎ

城跡
じょうあと

【福島県耶
や

麻
ま

郡
ぐ ん

北
き た

塩
し お

原
ば ら

村
むら

】 

柏木城跡は、会津
あ い づ

盆地
ぼ ん ち

北縁
ほくえん

を望む標高５１２ｍの丘 陵 上
きゅうりょうじょう

に立地する、戦国
せんごく

時代
じ だ い

に蘆
あし

名
な

氏
し

によって築かれた城跡
しろあと

である。城跡の北側には奥州
おうしゅう

会津
あ い づ

と羽州
うしゅう

長井
な が い

・米沢
よねざわ

を結ぶ米沢
よねざわ

街道
かいどう

が走る。城が所在する大塩
おおしお

は米沢に本拠
ほんきょ

を置く伊達氏による会津
あ い づ

侵攻
しんこう

に対する防衛
ぼうえい

拠点
きょてん

であったことが知られ、天
てん

正
しょう

１３年（１５８５）の伊達
だ て

政宗
まさむね

の会津侵攻の際、蘆名軍

が立て籠もったこと、天正１７年（１５８９）には大塩の城の動向などが「政宗記
まさむねき

」に見

える。 

柏木城跡は東西５００ｍ、南北４５０ｍの広大な城域
じょういき

を有する。その縄張
な わ ば

りの特徴は、

米沢街道を強く意識していることであり、米沢街道に面する城の北側
きたがわ

斜面
しゃめん

には、大規模な

曲
くる

輪群
わ ぐ ん

を配し、また米沢街道から分岐
ぶ ん き

し城の南側を通過する道路を、堀
ほり

を伴う石積
いしづみ

の土塁
ど る い

によって２００ｍにわたって遮断
しゃだん

している。このことは、この城が米沢街道を南下する伊

達軍への備えとして機能していたことをうかがわせる。一方、石積を多用することや、複

雑な形状の虎口
こ ぐ ち

を有するなど、戦国期の最新の技術を採用していることも確認されている。

蘆名氏、伊達氏といった戦国期における南東
みなみとう

北
ほく

の二大勢力の抗争
こうそう

を具体的に示す城跡と
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して重要であるだけでなく、当時の築城
ちくじょう

技術
ぎじゅつ

や防
ぼう

御思想
ぎょしそう

などを知る上で重要である。 

 

３ 八
や つ

代
し ろ

海
か い

干
か ん

拓
た く

遺
い

跡
せ き

【熊本県八代市
やつしろし

】 

八代海干拓遺跡は、八代
やつしろ

平野
へ い や

に点在する江戸時代後期から明治、昭和期に築かれた潮受
しおうけ

堤防
ていぼう

と樋門
ひ も ん

からなる干拓遺跡である。江戸時代後期、熊本藩は生産力向上のため有明海か

ら八代海にかけて沿岸の干拓を進めた。八代海の干拓は、城代
じょうだい

・松井氏と現地の有力者

（鹿子木量平
かなこぎりょうへい

・謙之助
けんのすけ

父子）によって事業が進められた。文化
ぶ ん か

１３年（１８１６）築造の

高島
たかしま

新地
し ん ち

旧堤防
きゅうていぼう

跡
あと

は、石灰岩を野面
の づ ら

積
づみ

した堤防で、北端には樋門の跡を残す。文政
ぶんせい

２年（１

８１９）に築かれた大鞘
お ざ や

樋門群は、水門部である樋管
ひ か ん

が３連である江中
ごうちゅう

樋
ひ

と二番樋、５連

の樋管を持つ殻
から

樋
ひ

の樋門３基が現存する。樋管部分には切り出した砂岩
さ が ん

を用いる。石造干

拓施設を営造
えいぞう

する伝統は近代にも継続され、明治３３～３５年（１９００～０２）には１

０連の樋管を持つ旧郡築
きゅうぐんちく

新地
し ん ち

甲号
こうごう

樋門
ひ も ん

（重要文化財）、コンクリート造が主流化した昭和

初期に石造である郡築
ぐんちく

二番
に ば ん

町
ちょう

樋門
ひ も ん

（登録文化財）が築造された。これらの遺跡は、八代海

の干拓事業の展開と石造
せきぞう

堤防
ていぼう

等の築造
ちくぞう

技術
ぎじゅつ

を物語るものであり、わが国の近世から近代に

至る干拓技術の発達等を知る上で重要である。 

 

《名勝の新指定》 １件 

１ 徳
とく

佐
さ

（サクラ）【山口県山口市
やまぐちし

】 

山口市
やまぐちし

北東部
ほくとうぶ

の阿
あ

東徳
とうとく

佐
さ

地区
ち く

に所在する徳
とく

佐
さ

八幡宮
はちまんぐう

の参道の両側には、枝垂
し だ

れ桜を中心

とする桜並木がある。徳佐八幡宮が現在の地に遷
うつ

されたのは１７世紀後半で、桜並木は文政
ぶんせい

８年（１８２５）に当時庄屋
しょうや

であった椿
つばき

正
まさ

直
なお

が主導し、エドヒガンとシダレザクラの苗木
な え ぎ

を大坂から取り寄せて植えたのがはじまりと伝わる。大正期には名所として広く知られ、

地元で保護組織が結成された。戦時中に一部が荒廃
こうはい

し、戦後間もない頃には枯損
こ そ ん

木
ぼく

の跡に

ソメイヨシノが植えられたりしたものの、その後エドヒガンやシダレザクラ系統個体の補

植、並木の個体に由来する苗の育成など、地域の人々の長年の努力により往時のシダレザ

クラを中心とする風致景観への復旧が図られてきた。 

徳佐八幡宮の参道は延長約３７０ｍ、幅約６ｍで、現在その両側に５２本ずつ、合計１

０４本の桜が植わっており、そのうちの７７本が枝垂れ桜の系統である。枝垂れ桜を中心

とする並木は珍しく、毎年春の開花時には多くの人々が訪れる。花のほかにも、新緑
しんりょく

、夏

の緑陰
りょくいん

、秋の葉の色づき、雪の中で来るべき春を待つ冬の姿がまとまりある一つの風致
ふ う ち

景観
けいかん

を形成する。その観賞上の価値は高く、名勝に指定して保護を図るものである。 
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《天然記念物の新指定》 ３件 

１ 礼文
れ ぶ ん

島
とう

桃岩
ももいわ

一帯
いったい

の高山
こうざん

植物
しょくぶつ

群落
ぐんらく

【北海道礼文郡
れぶんぐん

礼文町
れぶんちょう

】 

礼文島の西海岸域は急 峻
きゅうしゅん

な海食
かいしょく

崖
がい

が連なる風衝地
ふうしょうち

であり、海岸沿いの低標高地に高

山植物群落が発達する。礼文島には気温条件上では高山帯に該当する地域は存在しないも

のの、西海岸域の高山植物群落は、冬季の風衝や凍結
とうけつ

破砕
は さ い

作用
さ よ う

による物理的に不安定な表

土といった特殊な立地によって成立している。礼文島の高山植物群落は、北海道の主要な

山岳が周
しゅう

北極
ほっきょく

要素
よ う そ

や東北アジア要素などの北方系の分布型を示す高山植物種を主体とす

ることに対して、本州の高山植物群落と同様に南方系の東アジア要素群が多い特徴があ

る。また、狭小な特殊立地にもかかわらず高山植物の種
しゅ

多様性
たようせい

が高く、隔離
か く り

分布
ぶ ん ぷ

種
しゅ

が豊富

であり、固有
こ ゆ う

種
しゅ

や固有
こ ゆ う

変種
へんしゅ

が多い特徴がある。これらは、地史的背景のもと風衝や物理的

不安定性が高い表土といった特殊な立地において最終
さいしゅう

氷期
ひょうき

以前の古い時期に渡来した植

物群が遺存
い ぞ ん

しているものと考えられており、第四紀の気候変動に伴う高山植物の移動と現

在の分布を理解する上で植物地
しょくぶつち

理学的
りがくてき

に貴重である。このことから、天然記念物に指定

し、保護を図るものである。 

 

２ アケボノゾウ化石
か せ き

多賀
た が

標本
ひょうほん

【滋賀県犬上郡
いぬかみぐん

多賀町
たがちょう

】 

アケボノゾウ（学名：Stegodon aurorae）は、約２５０万～１００万年前の日本列島に生

息していたステゴドン科ステゴドン属のゾウ類である。アケボノゾウの祖先は、約５３０

万年前に陸橋
りくきょう

を通じて日本列島に渡来したと考えられており、アケボノゾウは、自然環境

に適応して独自の進化を遂げ小型化した日本
に ほ ん

固有
こ ゆ う

種
しゅ

である。 

アケボノゾウ化石多賀標本は、工業団地の造成工事中に約１８０万年前の地層（古琵琶
こ び わ

湖層群
こそうぐん

）から発見された。全身の骨の約７割に相当する１３４点が産出し、部位が特定さ

れていないもの５１点を含めると１８５点に上る。体
たい

肢
し

骨
こつ

の多さは国内で発見されたゾウ

化石の中では群を抜いて多い。特に右前
ぜん

肢
し

末
まっ

脚
きゃく

は指
し

骨
こつ

や種子
し ゅ し

骨
こつ

まで関節した状態で産出

し、世界的にも稀な例であり、国内で唯一である。 

アケボノゾウ化石多賀標本は、今後の調査研究により、小型化に関連した運動機能の特

性や行動
こうどう

生態
せいたい

などの適応進化に関する、より精度の高い知見が得られることが期待される。

さらに、島嶼
とうしょ

である日本列島の古環境
こかんきょう

の変化に適応したアケボノゾウ独自の進化史を解明

できる可能性があり、研究をする上で不可欠な標本として学術価値が極めて高い。 
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３ 東峰村
とうほうむら

の阿蘇
あ そ

４
よん

火砕流
かさいりゅう

堆積物
たいせきぶつ

及び埋没
まいぼつ

樹木
じゅもく

【福岡県朝倉郡
あさくらぐん

東峰村
とうほうむら

】 

約９万年前に発生した日本
に ほ ん

列島
れっとう

最大級
さいだいきゅう

の破局
はきょく

噴火
ふ ん か

で生じた火砕流（阿蘇４火砕流）堆積

物と埋没樹木である。平成２９年７月に発生した九州北部豪雨の際、福岡県東峰村の大肥
お お ひ

川
がわ

支流の護岸が洗掘されて、これらの断面が露出して発見された。 

火砕流堆積物と埋没樹木の被覆
ひ ふ く

関係や、かつて樹木が生えていた地山
じ や ま

との境界は明瞭に

保存されている。火砕流堆積物には、火砕流本体が到達直前に希薄な状態で堆積した火砕

サージが認められ、そこには高圧の水蒸気が発生して圧力の低い上部に抜けていった痕跡

であるガスの吹き抜けパイプが多数観察される。埋没樹木は、全長約６．９ｍ最大幅７０

ｃｍのものを含む３本が確認された。これらの樹種は、ハンノキ属ハンノキ亜属、トウヒ

属バラモミ節からなる。加えて古土壌
こどじょう

に含まれる花粉分析等も踏まえ、９万年前の火砕流

堆積以前、ここは河畔
か は ん

の氾濫
はんらん

等によって裸
ら

地化
ち か

した環境で、その周囲に針葉樹
しんようじゅ

と落葉
らくよう

広葉樹
こうようじゅ

の混合林が成立していたと推定された。さらに、樹木の倒れた方位等から、阿蘇４火砕流

が東西方向の山地列
さんちれつ

と河谷
か こ く

に沿って強く西に誘導されたことを裏付ける地点であると判明

した。 

 このように、火砕流堆積物の内部構造に加えて、古環境の復元に必要な情報が得られ、

日本最大級の火砕流の拡散
かくさん

経路
け い ろ

や速度の推定につながると期待され、学術上の価値が高い。 

 

《特別史跡の追加指定》 １件 

１ 水
みず

城跡
き あ と

【福岡県大野城市
おおのじょうし

・太宰府市
だ ざ い ふ し

】 

天智
て ん じ

天皇３年（６６４）、唐
とう

・新羅
し ら ぎ

の侵攻に備えて築造され、後に大宰府
だ ざ い ふ

を守った防御
ぼうぎょ

施設
し せ つ

。

全長約１.２ｋｍに及ぶ土塁
ど る い

と濠
ほり

からなり、古代の軍事を知る上で貴重である。今回、東門

跡付近や博多湾側の濠
ほり

など条件の整った部分を追加指定する。 

 

《史跡の追加指定及び名称変更》 １件 

１ 田和山
た わ や ま

・神後
じ ご

田
で

遺跡
い せ き

【島根県松江市
ま つ え し

】 

（神後田遺跡を追加指定し、名称を田和山・神後田遺跡に変更する） 

田和山遺跡は弥生
や よ い

時代前
じだいぜん

期末
き ま つ

から中期後
ちゅうきこう

葉
よう

にかけての環濠
かんごう

集落
しゅうらく

。環濠内部に顕著
けんちょ

な

居住域
きょじゅういき

や貯蔵
ちょぞう

穴群
けつぐん

などを伴わないなど特徴的な構造を持つ環濠集落として重要。この田和

山遺跡から５００ｍ北に位置する前期末
ぜんきまつ

～中期
ちゅうき

初頭
しょとう

の環濠集落である神後田遺跡を追加す

る。 
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《史跡の追加指定》 １７件 

１ 九戸
く の へ

城跡
じょうあと

【岩手県二戸市
に の へ し

】 

 豊臣
とよとみ

秀
ひで

吉
よし

の奥羽
お う う

再仕置
さいしおき

の最後の合戦場となり、九戸
く の へ

政
まさ

実
ざね

が滅ぼされた平山
ひらやま

城
じろ

。九戸城跡

の改修後から廃
はい

城
じょう

までの状況を明らかにする在府
ざ い ふ

小路
こ う じ

遺跡
い せ き

を追加指定する。 

 

２ 岩
いわ

櫃
びつ

城跡
じょうあと

【群馬県吾
あ が

妻
つ ま

郡
ぐ ん

東
ひがし

吾
あ が

妻
つ ま

町
ま ち

】 

武田
た け だ

氏
し

、後北条
ごほうじょう

氏
し

、上杉
うえすぎ

氏
し

という有力な戦国大名の攻防の舞台となった城。城下町を取

り込む規模が大きく複雑な縄張
な わ ば

りは、武田、真田
さ な だ

氏
し

の領国
りょうごく

支配
し は い

の在り方や東国
とうごく

の戦国
せんごく

時代史
じ だ い し

を考える上でも、極めて重要。条件が整った部分を追加指定する。 

 

３ 下野
し た の

谷
や

遺跡
い せ き

【東京都西
に し

東
と う

京
きょう

市
し

】 

 墓と考えられる中央部の土坑群
どこうぐん

を取り囲むように、竪穴
たてあな

建物群
たてものぐん

と掘
ほっ

立柱
たてばしら

建物群
たてものぐん

が直径１

５０ｍの範囲で配置される。規模・内容とも南関東
みなみかんとう

の同時期の集落では傑出
けっしゅつ

しており、

縄文
じょうもん

時代
じ だ い

中期
ちゅうき

後半
こうはん

の大規模な環状
かんじょう

集落
しゅうらく

として重要。今回、条件の整った部分を追加指定

する。 

 

４ 橘樹
た ち ば な

官
か ん

衙
が

遺
い

跡
せ き

群
ぐ ん

【神奈川県川崎市
か わ さ き し

】 

古代武蔵
む さ し

国
のくに

橘樹
たちばな

郡
ぐん

の官衙遺跡。７世紀後半における評
こおり

の役所の可能性がある建物の出

現から、郡家
ぐ う け

の成立及び廃絶に至るまでの経過をたどることができる稀有
け う

な遺跡。７～１

０世紀の地方
ち ほ う

統治
と う ち

拠点
きょてん

の実態とその推移を知る上で重要。今回、条件の整った部分を追加

指定する。 

 

５ 小
お

田
だ

原
わ ら

城
じょう

跡
あ と

【神奈川県小
お

田
だ

原
わ ら

市
し

】 

伊勢宗
い せ そ う

瑞
ずい

（北条
ほうじょう

早
そう

雲
うん

）が攻略し、小田原
お だ わ ら

北条
ほうじょう

氏
し

代々の手で関東
かんとう

支配
し は い

の拠点として整備
せ い び

・

拡張
かくちょう

がなされた城跡。近世には有力
ゆうりょく

譜代
ふ だ い

大名
だいみょう

が配された。本丸
ほんまる

、二の丸、八幡山
はちまんやま

古郭
こ か く

、

三の丸、総構
そうがまえ

などから構成される。今回、近世の三の丸の一角で、戦国期の敷石
しきいし

遺構
い こ う

が検

出された部分を追加指定する。 
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６ 甲府
こ う ふ

城跡
じょうあと

【山梨県甲
こ う

府
ふ

市
し

】 

豊臣
とよとみ

政権下
せいけんか

、関東の徳川
とくがわ

氏
し

に対する押さえとして築
きず

かれ、江戸時代には徳川
とくがわ

一門
いちもん

・甲府藩
こうふはん

の居城
きょじょう

ともなった城跡である。甲府城の築造
ちくぞう

過程
か て い

やその築造
ちくぞう

技術
ぎじゅつ

を明らかにする愛宕山
あたごやま

石切場
いしきりば

跡
あと

を追加指定する。 

 

７ 中山道
なかせんどう

【長野県小
ちいさ

県
が た

郡
ぐ ん

長
な が

和
わ

町
ま ち

】 

 中山道は、江戸時代の五
ご

街道
かいどう

の一つで、江戸
え ど

日本橋
にほんばし

から草津
く さ つ

宿
しゅく

で東海道に合流するまで

の街道。１７世紀後半に建築された建物（石合家
いしあいけ

住宅
じゅうたく

）や遺構等が残存する旧長久保
きゅうながくぼ

宿
しゅく

本陣
ほんじん

を追加指定する。 

 

８ 穴
あ の

太
う

廃
は い

寺
じ

跡
あ と

【滋賀県大
お お

津
つ

市
し

】 

琵琶
び わ

湖
こ

西岸
せいがん

に所在する７世紀後半の寺院跡。発掘調査により現在の地割
ち わ り

方向に中軸
ちゅうじく

をと

る創建期
そうけんき

と、真南北を向く再建期
さいけんき

の伽藍
が ら ん

跡
あと

が見つかった。今回、推定寺域
すいていじいき

の北方（創建期

寺域
じ い き

の北西端から再建期寺域北辺以南）を追加指定する。 

 

９ 近江
お う み

国府
こ く ふ

跡
あと

【滋賀県大
お お

津
つ

市
し

】 

   国庁
こくちょう

跡
あと

 

   惣山
そうやま

遺跡
い せ き

 

   青江
あ お え

遺跡
い せ き

 

   中路
ちゅうろ

遺跡
い せ き

 

古代近江国
おうみのくに

の政治・経済の中心をなす遺跡で４つの遺跡群からなる。国庁
こくちょう

東郭
とうかく

のさらに

東の区画（国庁跡
こくちょうあと

）、国庁跡から南へ延びる道（青江
あ お え

遺跡
い せ き

）、古代勢
せ

多
た

橋
ばし

から真東へ延び

る道路に面した築地
つ い じ

塀
べい

区画や瓦葺
かわらぶき

建物
たてもの

を検出した地点（中路
ちゅうろ

遺跡
い せ き

）を追加指定する。 

 

10 紫
し

香
が

楽
らきの

宮
み や

跡
あ と

【滋賀県甲
こ う

賀
か

市
し

】 

 天平
てんぴょう

１７年（７４５）に聖
しょう

武
む

天皇
てんのう

が難波宮
なにわのみや

から遷都
せ ん と

した琵琶
び わ

湖
こ

南東
なんとう

の山間
さんかん

に造営
ぞうえい

され

た宮
みや

跡
あと

。これまでの発掘調査で内裏
だ い り

・大極
だいごく

殿
でん

・朝堂
ちょうどう

に相当する宮
みや

中心
ちゅうしん

施設
し せ つ

の遺構や道路
ど う ろ

遺構
い こ う

、鋳造
ちゅうぞう

遺構
い こ う

などが発見されている。今回、道路遺構や大規模な掘
ほっ

立柱
たてばしら

建物
たてもの

が検出さ

れた東山
ひがしやま

遺跡
い せ き

の一部を追加指定する。 
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11 古市
ふるいち

古墳群
こふんぐん

【大阪府羽曳野市
は び き の し

・藤井寺市
ふ じ い で ら し

】 

古室山
こむろやま

古墳
こ ふ ん

 

赤面山
せきめんやま

古墳
こ ふ ん

 

大鳥塚
おおとりづか

古墳
こ ふ ん

 

助太山
すけたやま

古墳
こ ふ ん

 

鍋塚
なべづか

古墳
こ ふ ん

 

城山
しろやま

古墳
こ ふ ん

 

峯ヶ塚
みねがづか

古墳
こ ふ ん

 

墓山
はかやま

古墳
こ ふ ん

 

野中
の な か

古墳
こ ふ ん

 

応
おう

神
じん

天皇
てんのう

陵
りょう

古墳
こ ふ ん

外濠外堤
がいごうがいてい

 

鉢
はち

塚
づか

古墳
こ ふ ん

 

はざみ山
やま

古墳
こ ふ ん

 

青山
あおやま

古墳
こ ふ ん

 

蕃所山
ばんしょやま

古墳
こ ふ ん

 

稲荷塚
いなりづか

古墳
こ ふ ん

 

東山
ひがしやま

古墳
こ ふ ん

 

割塚
わりづか

古墳
こ ふ ん

 

唐櫃山
からとやま

古墳
こ ふ ん

 

松川塚
まつかわづか

古墳
こ ふ ん

 

浄元寺
じょうがんじ

山
やま

古墳
こ ふ ん

 

白鳥
はくちょう

陵
りょう

古墳
こ ふ ん

周堤
しゅうてい

 

仲
なかつ

姫
ひめの

命
みこと

陵
りょう

古墳
こ ふ ん

周堤
しゅうてい

 

大阪府の東南部
とうなんぶ

に所在する４世紀後半から６世紀中葉
ちゅうよう

にかけて形成された、巨大
きょだい

前方後円墳
ぜんぽうこうえんふん

をはじめ小型の円墳
えんぷん

・方墳
ほうふん

等で構成され、列島の古墳時代を考える上で重要な

古墳群。今回、鍋塚古墳と白鳥陵古墳周堤の一部で条件の整った部分を追加指定する。 
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12 興福寺
こうふくじ

旧境内
きゅうけいだい

【奈良県奈良市
な ら し

】 

和
わ

同
どう

３年に藤原
ふじわら

氏
し

の氏寺
うじでら

として平城
へいじょう

京外
きょうげ

京
きょう

に創建された大寺
だ い じ

。創建後、度重
たびかさ

なる天災

や兵火
へ い か

により被災したが、その度に創建
そうけん

当時
と う じ

の伽藍
が ら ん

に復興
ふっこう

され、古代以降の 宗 教
しゅうきょう

儀礼
ぎ れ い

や

信仰を考える上でも極めて重要。今回、旧境内で見つかった 瓦
かわら

窯跡
がまあと

を追加指定する。 

 

13 宮山
みややま

古墳
こ ふ ん

【奈良県御
ご

所
せ

市
し

】 

 奈良
な ら

盆地
ぼ ん ち

南西端
なんせいたん

の巨
こ

勢山
せ や ま

丘 陵
きゅうりょう

北麓
ほくろく

に、古墳
こ ふ ん

時代
じ だ い

中期
ちゅうき

に築造された墳
ふん

長
ちょう

２３８ｍの大型
おおがた

前方後円墳
ぜんぽうこうえんふん

。後
こう

円部
え ん ぶ

に２基の竪穴式
たてあなしき

石室
せきしつ

の埋葬
まいそう

施設
し せ つ

、墳
ふん

丘
きゅう

に葺
ふき

石
いし

と埴輪
は に わ

が認められる。周
しゅう

濠
ごう

と周堤
しゅうてい

を巡らし、周堤に接するように方墳
ほうふん

のネコ塚
づか

古墳が存在する。今回、条件の整っ

た部分を追加指定する。 

 

14 上塩冶
かみえんや

地蔵山
じぞうやま

古墳
こ ふ ん

【島根県出雲市
い ず も し

】 

墳
ふん

丘
きゅう

は東西約１６ｍ、南北約１２ｍ、高さ約４．５ｍを測り、凝灰岩
ぎょうかいがん

の切石
きりいし

で築かれ

た全長約９ｍの大型
おおがた

横穴式
よこあなしき

石室
せきしつ

をもつ。出雲
い ず も

平野
へ い や

では今市
いまいち

大念寺
だいねんじ

古墳
こ ふ ん

、上塩冶
かみえんや

築山
つきやま

古墳
こ ふ ん

に

次ぐ７世紀前半の大型
おおがた

古墳
こ ふ ん

であり、当時の社会を知る上で重要。今回、条件の整った部分

を追加指定する。 

 

15 須
す

玖
ぐ

岡
お か

本
も と

遺
い

跡
せ き

【福岡県春
か す

日
が

市
し

】 

福岡
ふくおか

平野
へ い や

の南部
な ん ぶ

に所在し、弥生
や よ い

時代
じ だ い

中期
ちゅうき

から後期
こ う き

にかけての墳墓
ふ ん ぼ

、青銅器
せいどうき

工房
こうぼう

、居住域
きょじゅういき

からなる『後
ご

漢書
かんじょ

東夷伝
とういでん

』に登場する「奴
な

国
こく

」の中心地とされる遺跡。今回、首長層
しゅちょうそう

の墓地
ぼ ち

や居住域と推定される範囲で条件の整った部分を追加指定する。 

 

16 御
ご

所
しょ

山
やま

古墳
こ ふ ん

【福岡県京
み や

都
こ

郡
ぐ ん

苅
か ん

田
だ

町
ま ち

】 

５世紀後半に築造
ちくぞう

された墳
ふん

長
ちょう

約１１９ｍの３段
だん

築
ちく

成
せい

の前方後円墳
ぜんぽうこうえんふん

で、その規模は石塚山
いしづかやま

古墳
こ ふ ん

とともに豊前
ぶ ぜ ん

地域
ち い き

で最大級である。今回、後
こう

円部
え ん ぶ

の周
しゅう

濠
ごう

および周堤帯
しゅうていたい

で条件の整っ

た部分を追加指定する。 

 

17 大友
おおとも

氏
し

遺跡
い せ き

【大分県大
おお

分
いた

市
し

】 

戦国
せんごく

時代
じ だ い

大友
おおとも

氏
し

の領国
りょうごく

支配
し は い

の拠点となった遺跡。創建
そうけん

段階
だんかい

（１４世紀）の遺構が良好に

遺存し、対外
たいがい

交易
こうえき

の拠点としても機能したことを示す蒋山
まこもさん

万
まん

寿寺
じ ゅ じ

跡
あと

を追加指定する。 
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《名勝の追加指定》 １件 

１ 胡
こ の

宮
み や

神
じ ん

社
じ ゃ

社
し ゃ

務
む

所
し ょ

庭
て い

園
え ん

【滋賀県犬
い ぬ

上
か み

郡
ぐ ん

多
た

賀
が

町
ちょう

】 

 胡宮神社社務所庭園は多賀町西部にある青
せい

龍
りゅう

山
ざん

（標高約３３３ｍ）の北西裾部に位置し、

自然の傾斜地を活かして築山
つきやま

としている。今回、庭園東側の青
せい

龍山
りゅうざん

斜面上部、既指定地周

囲等を追加指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


