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     平成 30 年１月 15 日～19 日 

水戸
み と

城
じょう

大手
お お て

門跡
も ん あ と

の発掘
は っ く つ

調査
ち ょ う さ

  

調査
ち ょ う さ

名称
めいしょう

：水
み

戸
と

城
じょう

跡
あ と

第
だ い

63次
じ

発
は っ

掘
く つ

調
ちょう

査
さ

 

調
ちょう

 査
さ

 地
ち

：茨
いば

城
らき

県
けん

水
み

戸
と

市
し

三
さん

の丸
まる

２ 丁
ちょう

目
め

 

調査
ち ょ う さ

期間
き か ん

：平成 29 年 11 月４日～平成 30 年１月下旬（予定） 

調査
ち ょ う さ

面積
め ん せ き

：約 52 ㎡ 

調査
ち ょ う さ

主体
し ゅ た い

：水戸市
み と し

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

（歴史文化財課埋蔵文化財
れ き し ぶ ん か ざ い か ま い ぞ う ぶ ん か ざ い

センター）

 

１ 水戸
み と

城
じょう

とは？□ □□□□□□□ 

水戸
み と

城
じょう

は、水戸藩
は ん

35万
ま ん

石
ご く

の居
き ょ

城
じょう

です。東か

ら「下
し も

の丸
ま る

」「本丸
ほ ん ま る

」「二
に

の丸
ま る

」「三
さ ん

の丸
ま る

」の４つ

の区画
く か く

に分かれていました（図１）。最
もっと

も重要
じゅうよう

な区画
く か く

が二の丸で、お城
し ろ

のシンボル「天守閣
て ん し ゅ か く

（三階
さ ん が い

櫓
ろ

）」、殿様
と の さ ま

が政治をした「御殿
ご て ん

」、大
だ い

日
に

本
ほ ん

史
し

を編集
へんしゅう

していた「水戸彰考館
しょうこうかん

」、そしてお城の

正門
せ い も ん

である「大手門
お お て も ん

」が建
た

っていました（図２）。 

これらの建物
た て も の

は明治
め い じ

以後
い ご

に失われてしまっ

たため、市では現在
げ ん ざ い

、大手門などの歴史的
れ き し て き

建造物
け ん ぞ う ぶ つ

を当時の姿に復元
ふ く げ ん

する「明治
め い じ

維新
い し ん

150 年

記念 水戸
み と

城
じょう

大手門
お お て も ん

復元
ふ く げ ん

整備
せ い び

事業
じ ぎ ょ う

」を進
す す

めてい

ます。 
 

２ なぜ発掘
はっくつ

をしているの？□ □□□ 

「復元
ふ く げ ん

」とは、できるだけ当時のままの形や寸法
す ん ぽ う

で再現
さ い げ ん

することをいいます。一

方、大手門の両側
りょうがわ

にある土塁
ど る い

は、明治
め い じ

時代
じ だ い

に埋
う

められて膨
ふ く

らんでいるため、そのま

までは大手門を復元
ふ く げ ん

できません（図３）。そのため、発掘
は っ く つ

調査
ち ょ う さ

を行いながら、明
め い

治
じ

時
じ

代
だ い

の土を取
と

り除
の ぞ

き、江戸
え ど

時代
じ だ い

の土塁
ど る い

の一部
い ち ぶ

をあらわす作業
さ ぎ ょ う

をしているのです。 

★：調査
ちょうさ

地点
ち て ん

図１ 水戸
み と

城
じょう

の区画
く か く

（正保
しょうほう

国
く に

絵図
え ず

を改変
か い へ ん

）

図２ 二の丸の建物
た て も の

（水戸市
み と し

立
り つ

博物館
は く ぶ つ か ん

所蔵
し ょ ぞ う

模型
も け い

） 

図３ 水戸
み と

城
じょう

大手門
おおてもん

古写真
ko しゃしん

（左）と、土塁
ど る い

の構造
こうぞう

模式図
も し き ず

（右） 
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３ どんな発見があったの？□ □□□□□□□□ □□□□□□□ 

① 超大型
ちょうおおがた

の瓦
かわら

塀
べ い

をすべて発見しました 

【２年前に瓦
かわら

塀
べ い

を二つ発見】 大手門の発掘
は っ く つ

調査
ち ょ う さ

は、こ

れまで６回行われていますが、４回目（平成 27 年度）

の発掘
は っ く つ

調査
ち ょ う さ

で、大手門の北側
き た が わ

で超大型
ちょうおおがた

の「瓦
かわら

塀
べ い

」が二つ

発見されました（図４）。 

瓦
かわら

塀
へ い

とは、瓦
かわら

と粘土
ね ん ど

とを交互
こ う ご

に薄
う す

く積
つ

み上げて作っ

た塀
へ い

のことで、練塀
ね り べ い

ともいいます。水戸
み と

城
じょう

大手門の瓦
かわら

塀
べ い

は、復元
ふ く げ ん

すると高さ約５ｍ、厚
あ つ

さ約 2.5ｍにもなる巨

大なもので、日本最大級
さいだいきゅう

の規模
き ぼ

です。 

【今回、瓦
かわら

塀
べ い

をすべて発見】 この北側
き た が わ

の瓦
かわら

塀
べ い

と同じものが、南側
みなみがわ

にもある可能性
か の う せ い

が高いということは、５回目（平成 28 年度）の発掘
は っ く つ

調査
ち ょ う さ

で判明
は ん め い

していました。そし

て今回の調査
ち ょ う さ

で、ついに南側
みなみがわ

で二つの瓦
かわら

塀
べ い

が見つかりました。新発見の瓦
かわら

塀
べ い

は上の

ほうは崩
く ず

れているものの、根元
ね も と

の部分は残りが良
よ

く、どっしりとした重厚感
じゅうこうかん

のある

つくりをしていることが分かります（図５）。瓦
かわら

も丁寧
て い ね い

に重ねられ、たいへんな手間
て ま

をかけて作り上げた、水戸徳川家にふさわしい見事
み ご と

な塀
へ い

といえます。 

今回の発見で、大手門の両脇
りょうわき

にそびえる四つの瓦
かわら

塀
べ い

がすべて発見されたことにな

ります（図６）。城門
じょうもん

の脇
わ き

に四つの 瓦
かわら

塀
べい

が付属
ふ ぞ く

する例
れ い

は、水戸
み と

城
じょう

以外は発見されて

いないため、全国的
ぜ ん こ く て き

にも貴重
き ち ょ う

です。 

【大火事
お お か じ

の復興
ふ っ こ う

にあわせて建設
け ん せ つ

か】 瓦
かわら

塀
べ い

の建設
け ん せ つ

時期
じ き

は、瓦
かわら

の製作
せ い さ く

年代
ね ん だ い

などから、

江戸
え ど

時代
じ だ い

の中ころ（18

世紀の中ころ）と考え

られます。 

実
じ つ

はこの時期
じ き

、水戸
み と

城
じょう

で最大
さ い だ い

の火事
か じ

があり

（ 明
め い

和
わ

元
が ん

[1764]年 ）、

天守閣
て ん し ゅ か く

も焼
や

けてしまい

ました。大火事
お お か じ

の復興
ふ っ こ う

のためには、大量
たいりょう

の瓦
かわら

が必要
ひ つ よ う

です。 

四つの瓦
かわら

塀
べ い

は、こう

した大火事
お お か じ

の復興
ふ っ こ う

に使

用された瓦
かわら

を使
つ か

って、

建設
け ん せ つ

された可能性
か の う せ い

があ

ります。 

図４ 北側
きたがわ

の瓦
かわら

塀
べい

図６ 大手門と四つの瓦
かわら

塀
べい

の位置
い ち

図５ 南側
みなみがわ

の瓦
かわら

塀
べい
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② 目に見えないけれども大切な施設
し せ つ

「石組
い し ぐ み

水路
す い ろ

」を発見しました 

瓦
かわら

塀
べ い

の下からは、石組
い し ぐ み

水路
す い ろ

が、ほぼ完全な状態
じょうたい

で発見され

ました。大手門や土塁
ど る い

から流れる水をしっかり集
あ つ

めないと、

柱
はしら

が腐
く さ

るなど壊
こ わ

れやすくなるため、水を外に流
な が

すしくみを作

るのはとても大切なことでした。 

大手門では、光圀
み つ く に

が作った笠原
か さ は ら

水道
す い ど う

と同じ、水に強
つ よ

い石

（神崎岩
か み さ き い わ

といいます）を組み合わせ、水を集
あ つ

める枡
ま す

と、それを

流
な が

す地下水路
す い ろ

を作っていました（図７）。 

大手門や瓦
かわら

塀
べ い

といった目に見える建物
た て も の

だけでなく、目には

見えないけれども重要
じゅうよう

な雨水
あ ま み ず

の処理
し ょ り

問題
も ん だ い

にも、しっかりと気

を配
く ば

っていた証拠
し ょ う こ

といえます。 

 

③ 鯱
しゃちほこ

瓦
がわら

・鉄砲
て っ ぽ う

玉
だ ま

などさまざまな遺物
い ぶ つ

を発見しました 

【 鯱
しゃちほこ

瓦
かわら

】 発掘
は っ く つ

調査
ち ょ う さ

で出土
し ゅ つ ど

したたくさんの瓦
かわら

の中には、三
み

つ葉
ば

葵
あおい

紋
も ん

の瓦
かわら

や鬼瓦
おにがわら

などがありますが、中でも重要
じゅうよう

なのが、

鯱
しゃちほこ

瓦
がわら

の破片
は へ ん

が発見されたことです（図８）。 

大手門の 鯱
しゃちほこ

は、古絵図
こ え ず

に描
え が

かれている一方
い っ ぽ う

、古写真
こ し ゃ し ん

には

写
う つ

っていませんでした。今回、その実物
じ つ ぶ つ

が発見され、大手門に

鯱
しゃちほこ

が載
の

っていたことが確定
か く て い

しました。 

【鉄砲
て っ ぽ う

玉
だ ま

と鋳型
い が た

】 鉄砲
て っ ぽ う

玉
だ ま

とその鋳型
い が た

（鉄砲
て っ ぽ う

玉
だ ま

を作る道具）も

興味深
き ょ う み ぶ か

い発見です（図９）。明治元
め い じ が ん

(1868)年、水戸藩
は ん

では天狗派
て ん ぐ は

と諸生派
し ょ せ い は

が、弘道館
こ う ど う か ん

と大手門にそれぞれ陣取
じ ん ど

り、「弘道館
こ う ど う か ん

の戦
たたか

い」という戦争
せ ん そ う

が行われました。出土した鉄砲
て っ ぽ う

玉
だ ま

と鋳
い

型
が た

は、こうした 150 年前の水戸藩
は ん

の悲
か な

しい歴史
れ き し

を物語
も の が た

る

物証
ぶっしょう

といえるでしょう。 

 

４ 瓦
かわら

塀
べい

や出土品はこれからどうなるの？□ □□ □□□□□□□ 

瓦
かわら

塀
べ い

や石組
い し ぐ み

水路
す い ろ

など動
う ご

かすことができないものは、できる限りそのままの状態
じょうたい

で

保
ほ

存
ぞ ん

して、未来につなげることが大切です。そのため、遺構
い こ う

を記録した後に埋
う

め戻
も ど

し、将来
しょうらい

の世代
せ だ い

に伝えます。出土品は、埋蔵
ま い ぞ う

文化
ぶ ん か

財
ざ い

センターで保管
ほ か ん

します。発掘
は っ く つ

の成果
せ い か

は、発掘
は っ く つ

調査
ち ょ う さ

報告会
ほ う こ く か い

や企画
き か く

展示
て ん じ

を開催
か い さ い

したり、報告書
ほ う こ く し ょ

を

刊行
か ん こ う

したりして、公開
こ う か い

していきます。 

なお復元
ふ く げ ん

整備
せ い び

では、発掘
は っ く つ

した瓦
かわら

塀
べ い

を覆
お お

う形で、

新たに瓦
かわら

塀
べ い

を復元
ふ く げ ん

していきます（図 10）。大手

門の復元
ふ く げ ん

とともに、ぜひご期待
き た い

下さい。 

図７ 石組
いしぐみ

水路
す い ろ

図８ 鯱
しゃちほこ

瓦
がわら

図 10 大手門
お お て も ん

と瓦
かわら

塀
べい

の復元
ふくげん

イメージ

図９ 鉄砲
てっぽう

玉
だま


