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1 い ち は ら 歴 史 の ミ ュ ー ジ ア ム 事 業 の 意 義  

 

「 い ち は ら 」 の 地 が 人 々 の 生 活 の 舞 台 と な っ て か ら 、 ３ 万 年 の 時

が 流 れ ま し た 。 古 代 に は 国 府 ・ 国 分 寺 が 置 か れ 、 中 世 に は 鎌 倉 幕 府

の 庇 護 の も と 、 房 総 の 拠 点 と し て 栄 え ま し た 。 戦 国 の 混 乱 し た 時 代

を 経 て 、 江 戸 時 代 に は 幕 府 の 直 轄 地 と な り 、 様 々 な 江 戸 の 文 化 が 伝

わ り 、 現 代 に も 受 け 継 が れ て い ま す 。 明 治 か ら 大 正 時 代 の 鉄 道 敷 設

と と も に 近 代 化 が 進 み 、 昭 和 30 年 代 に 遠 浅 の 海 が 臨 海 工 業 地 帯 に

姿 を 変 え る と 、 市 原 市 は 新 た な 躍 動 の 時 代 を 迎 え ま し た 。  

我 が 国 の 各 地 方 ・ 各 地 域 に は 、 自 然 や 風 土 に 根 ざ し て 営 ま れ て き

た 多 様 な 生 活 が あ り 、 そ の 中 で 育 ま れ 、 継 承 さ れ て き た 固 有 の 伝 統

的 文 化 が あ り ま す 。 歴 史 遺 産 と は 、 こ う し た 伝 統 的 文 化 に よ っ て 生

み 出 さ れ た 有 形・無 形 の 所 産 で あ り 、「 い ち は ら 」に は「 い ち は ら 」

独 自 の 個 性 豊 か な 歴 史 遺 産 が 数 多 く 存 在 し ま す 。こ れ ら は 悠 久 の 歴

史 を 積 み 重 ね て き た 「 い ち は ら 」 の 証 で あ り 、 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の

根 源 と な る も の で す 。  

近 年 、 人 口 減 少 や 少 子 高 齢 化 な ど の 社 会 構 造 の 変 化 に よ り 、 歴 史

遺 産 を 支 え て き た 地 域 社 会 の 衰 退 や 、継 承 す る た め の 担 い 手 不 足 な

ど の 問 題 が 生 じ て い ま す 。 こ の よ う な 中 、 歴 史 遺 産 を 地 域 資 源 と し

て 活 用 し 、 地 域 の 特 色 に 応 じ た 取 組 を 展 開 す る こ と で 、 歴 史 遺 産 を

支 え る 人 材 の 育 成 や 新 た な 交 流 の 創 出 に つ な げ る な ど 、地 域 の 活 性

化 を 図 る こ と が 求 め ら れ て い ま す 。  

い ち は ら 歴 史 の ミ ュ ー ジ ア ム 事 業 は 、 市 民 が 「 い ち は ら 」 で 暮 ら

し 続 け た い と 思 え る 「 誇 り の 創 生 」 に 向 け 、 市 民 と の 協 働 の も と 、

歴 史 遺 産 を 核 と し た 活 動 を 行 い ま す 。市 内 に 点 在 す る 歴 史 遺 産 を 総

合 的 に 捉 え 、 つ な が り を 持 た せ る こ と で 価 値 を 高 め 、 社 会 全 体 で 保

存 ・ 活 用 し て い く 持 続 的 な 方 策 を 推 進 す る と と も に 、「 い ち は ら 」

の 未 来 を 担 う 子 ど も た ち が 歴 史 遺 産 に 親 し む 機 会 を 設 け る こ と で 、

「 地 域 へ の 愛 着 」 を 育 み ま す 。  
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2 歴 史 遺 産 を 取 り 巻 く 状 況  

 

 (1 )  「 い ち は ら 」 の 歴 史 遺 産  

「 い ち は ら 」 は 、 東 京 湾 の 豊 か な 海 、 市 内 を 南 北 に 貫 く 養 老 川 が

も た ら し た 肥 沃 な 平 野 と 緑 豊 か な 山 間 部 か ら な る 、恵 ま れ た 自 然 環

境 の 中 に あ り ま す 。こ う し た 自 然 環 境 と の 共 生 の も と に 多 様 な 伝 統

文 化 が 息 づ き 、全 国 的 に 見 て も 優 れ た 歴 史 遺 産 を 現 代 に 伝 え て い ま

す 。  

①  輝 き を 放 つ 原 始 古 代  

「 い ち は ら 」に は 国 府・国

分 寺 が 置 か れ 、大 国 上 総 の 政

治・文 化 の 中 心 と し て 栄 え ま

し た 。全 国 有 数 の 規 模 を 誇 る

国 分 寺・尼 寺 の 屋 根 瓦 に は 奈

良 の 都 と 同 じ 最 先 端 の 文 様

が 使 わ れ 、国 分 寺 の 象 徴 で あ

る 七 重 塔 が 市 庁 舎 よ り も 高 く そ び え 立 っ て い ま し た 。 国 府 の 所 在

地 は 依 然 謎 に 包 ま れ て い ま す が 、 平 安 女 流 文 学 の 代 表 作 で あ る 更

級 日 記 の 冒 頭 に は 、 作 者 の 上 総 国 司 菅 原 孝 標 の 娘 が 「 い ち は ら 」

で 過 ご し た 少 女 時 代 や 京 の 都 へ 出 立 す る 様 子 が 記 さ れ て い ま す 。

そ し て 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク が 開

催 さ れ る 2020 年 は 、 作 者 の 旅 立 ち か ら 千 年 紀

に 当 た り ま す 。  

こ の ほ か 、 東 日 本 最 古 の 古 墳 で あ る 神 門 古 墳

群 、南 関 東 有 数 の 大 型 古 墳 群 で あ る 姉 崎 古 墳 群 、

国 産 最 古 の 有 銘 鉄 剣 で あ る「 王 賜 」銘 鉄 剣 な ど 、

全 国 に 誇 る 歴 史 遺 産 が 数 多 く 遺 さ れ 、 枚 挙 に い

と ま が あ り ま せ ん 。こ れ ら の 歴 史 遺 産 は 、「 い ち

は ら 」 が 東 日 本 の 中 心 的 な 地 域 の 一 つ で あ っ た

こ と の 証 で す 。 な か で も 「 王 賜 」 銘 鉄 剣 は 重 要

上 総 国 分 尼 寺 跡 復 元 建 物  

「 王 賜 」 銘 鉄 剣  
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文 化 財 級 の 逸 品 で あ り 、こ れ を さ か の ぼ る 時 期 の 銘 文 は 、昭 和 63

年 の 発 見 か ら 30 年 近 く た っ た 今 も 出 土 し て い ま せ ん 。ま さ に「 い

ち は ら の 至 宝 」 と 言 っ て も 過 言 で は あ り ま せ ん 。  

 ②  武 士 の 台 頭  

将 門 伝 説 や 頼 朝 伝 説 が

数 多 く 息 づ く 「 い ち は ら 」

は 、中 世 を 象 徴 す る 武 士 台

頭 の 舞 台 で も あ り ま し た 。

鎌 倉 幕 府 や 足 利 氏 の 庇 護

の も と 、飯 香 岡 八 幡 宮 や 西

願 寺 阿 弥 陀 堂 、鳳 来 寺 観 音

堂 な ど の 貴 重 な 建 造 物 や

多 数 の 仏 像 が つ く ら れ ま し た 。  

袖 ケ 浦 市 か ら 市 原 市 の 立 野 に 向 か っ て 真 っ す ぐ に 延 び る 道 は 、

の ち に 鎌 倉 街 道 と 呼 ば れ る 中 世 の 幹 線 道 路 で 、 千 葉 県 で 唯 一 「 歴

史 の 道 百 選 」 に 選 ば れ て い ま す 。 鶴 峯 八 幡 の 神 楽 は 、 こ の 道 を 使

っ て 鶴 岡 八 幡 宮 か ら 伝 え ら れ た と も 言 わ れ 、 人 々 が 活 発 に 往 来 し

た 様 子 を う か が わ せ ま す 。  

室 町 幕 府 の 力 が 次 第 に 衰 え て 戦 国 時 代 に な る と 、「 い ち は ら 」

の 地 は 武 田 氏 ・ 里 見 氏 ・ 北 条 氏 が 勢 力 を 争 う 戦 乱 の 舞 台 と な り 、

椎 津 城 を は じ め と す る 中 世 城 郭 が 、 市 内 各 地 に つ く ら れ ま し た 。 

③  今 に 息 づ く 歴 史 遺 産  

 江 戸 時 代 の 「 い ち は ら 」

は 、 幕 府 の 直 轄 地 や 旗 本 、

大 名 の 知 行 地 と し て 支 配

を 受 け ま し た 。江 戸 湾 の 海

上 交 通 が 発 達 す る と 、年 貢

米 や 薪 炭 な ど の 物 資 が 五

大 力 船 に よ っ て 運 ば れ 、

100 万 都 市 と 言 わ れ た 江

新 緑 の 西 願 寺 阿 弥 陀 堂  

五 大 力 船 の 船 下 ろ し  
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戸 の 人 々 の 暮 ら し を 支 え ま し た 。 ま た 、 房 総 往 還 な ど の 街 道 の 整

備 も 進 み 、 水 戸 光 圀 や 小 林 一 茶 、 伊 能 忠 敬 ら が 「 い ち は ら 」 を 訪

れ ま し た 。 こ う し た 江 戸 と の 交 流 に よ っ て 、 祭 囃 子 な ど 多 く の 文

化 が 伝 え ら れ ま し た 。  

「 い ち は ら 」 は 、 出 羽 三 山 か ら 遠 く 離 れ た 地 で あ り な が ら 、 信

仰 が 色 濃 く 残 る 特 異 な 地

方 で 、ほ ぼ 集 落 ご と に 供 養

塚 が 設 け ら れ て い ま す 。上

高 根 の 三 山 信 仰 は 、旧 来 の

形 態 を 守 り 続 け て い る ほ

か 、現 在 は 神 社 の 祭 礼 日 な

ど に 演 じ ら れ る 大 塚 ば や

し も 、も と も と は 出 羽 三 山

信 仰 に 基 づ く 梵 天 納 め の

日 に 奉 納 さ れ て い た も の

で す 。  

他 に も 、近 代 遺 産 と し て

注 目 を 集 め て い る 小 湊 鐵

道 駅 舎 群 な ど 、「 い ち は ら 」

に は 、多 種 多 様 な 歴 史 遺 産

が 市 域 全 体 に 広 が っ て い

ま す 。  

 

(2 )  歴 史 遺 産 が つ な ぐ 地 域 の 絆  

高 度 経 済 成 長 期 以 降 、 県 都 千 葉 、 首 都 東 京 の ベ ッ ド タ ウ ン と し て

大 規 模 な 住 宅 地 の 開 発 が 進 む と 、市 の 人 口 が 急 速 に 増 加 す る 一 方 で 、

人 々 の 郷 土 意 識 や 地 域 社 会 の 連 帯 感 は 希 薄 に な り ま し た 。  

近 年 は 、 過 疎 化 や 少 子 高 齢 化 に 加 え 、 市 外 に 転 出 す る 女 性 や 若 者

が 増 加 す る 傾 向 に あ り 、地 域 の 祭 り や 伝 統 行 事 な ど の 歴 史 遺 産 を 継

承 し 続 け る こ と が 難 し く な っ て き て い ま す 。  

「 関 東 の 駅 百 選 」に も 選 ば れ た 上 総 鶴 舞 駅  

出 羽 三 山 梵 天 納 め  



5 

 

こ の よ う な 中 、 身 近 な 歴 史 遺 産 を 見 直 し 、 地 域 の 資 源 と し て ま ち

お こ し に つ な げ る 試 み が 全 国 で 行 わ れ る よ う に な っ て き ま し た 。ま

た 、 歴 史 遺 産 が つ な い だ 縁 で 、 活 動 が 広 域 間 の 交 流 に 発 展 す る 事 例

も 現 れ は じ め 、 地 域 の 活 性 化 に つ な が っ て い ま す 。  

歴 史 遺 産 は 昔 を 知 る た め だ け の 過 去 の 産 物 で は あ り ま せ ん 。祭 り

や 伝 統 行 事 な ど は 、 今 な お 日 々 の 営 み の 中 に 息 づ い て お り 、 継 承 さ

れ る こ と で 地 域 の コ ミ ュ ニ テ ィ が 維 持 さ れ 、地 域 の 人 々 の 心 の よ り

ど こ ろ に も な っ て き ま し た 。 歴 史 遺 産 は 地 域 の 絆 を 深 め 、 未 来 へ つ

な が る 地 域 連 帯 の 核 と な る 力 を 持 っ て い る の で す 。  

今 を 生 き る 地 域 の 人 々 が 、郷 土 に 誇 り と 愛 着 を 持 っ て 暮 ら し 続 け

る に は 、 地 域 の 歴 史 や 伝 統 文 化 、 産 業 な ど に 日 常 的 に 接 し 、 様 々 な

活 動 に 参 加 す る な か で 、自 ら が 地 域 社 会 の 一 員 で あ る こ と を 知 っ て

も ら う こ と が 大 切 で す 。  

「 い ち は ら 」 に 住 み 、 「 い ち は ら 」 で 学 び 、 「 い ち は ら 」 で 働 く

こ と に 誇 り と 愛 着 を 感 じ る こ と が 、活 力 あ る ま ち づ く り に つ な が り

ま す 。「 い ち は ら 」が 誇 る 歴 史 遺 産 を 核 と し て「 市 民 力 」を 結 集 し 、

地 域 の 活 性 化 に つ な げ て い か な け れ ば な り ま せ ん 。  
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3 い ち は ら 歴 史 の ミ ュ ー ジ ア ム 事 業 の 活 動 理 念  

 

い ち は ら 歴 史 の ミ ュ ー ジ ア ム 事 業 は 、地 域 へ の 誇 り と 愛 着 を 育 み 、

地 域 の 活 性 化 に つ な げ ま す 。 市 内 に 点 在 す る 個 々 の 歴 史 遺 産 、 そ し

て 一 人 ひ と り の 市 民 を 、 点 か ら 線 へ つ な ぎ 、 線 か ら 面 へ と 広 げ る た

め 、 以 下 の ２ 点 を 活 動 の 理 念 と し ま す 。  

 

(1 )  歴 史 を つ な ぎ 、 地 域 の 魅 力 を 高 め ま す  

 身 近 に あ る 歴 史 遺 産 に 光 を 当 て て 、 市 民 と 協 働 で 掘 り 起 し 、 地 域

の 魅 力 と し て 磨 き 上 げ ま す 。  

市 内 に 点 在 し 、 一 見 無 関 係 に 見 え る 個 々 の 歴 史 遺 産 は 、 歴 史 的 特

性 を 示 す ス ト ー リ ー や 一 定 の テ ー マ に 沿 っ て 総 合 的 に 捉 え る こ と

で つ な が り を 持 ち 、 価 値 が 高 ま る と と も に 、 人 々 の 理 解 も 深 ま り ま

す 。  

歴 史 遺 産 を 知 る こ と は 、地 域 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 再 確 認 す る こ

と に も 貢 献 し ま す 。 歴 史 遺 産 は 地 域 に と っ て か け が え の な い 財 産 、

そ し て 誇 り で あ り 、 そ の 特 色 を 生 か し た 取 組 を 展 開 す る こ と で 、 地

域 の 魅 力 は 高 ま り ま す 。  

 

(2 )  人 を つ な ぎ 、 地 域 を 活 性 化 し ま す  

地 域 の 主 体 的 な 活 動 や 、市 民 の 積 極 的 な 参 画 を 促 す こ と で 人 を つ

な ぎ 、「 市 民 力 」 で 歴 史 遺 産 の 価 値 の 向 上 と 共 有 を 図 り ま す 。  

地 域 、 そ し て 学 校 と 連 携 し 、 子 ど も た ち が 歴 史 遺 産 を 学 び 、 体 験

す る こ と の で き る 機 会 を 設 け る こ と で 、 地 域 を 担 い 、 世 代 を つ な ぐ

人 材 を 育 て 、 地 域 へ の 誇 り と 愛 着 の 心 を 育 み ま す 。  

市 民 の 歴 史 遺 産 に 対 す る 関 心 と 理 解 を 高 め 、 歴 史 遺 産 の 保 存 ・ 継

承 へ の 参 画 と 交 流 を 創 出 す る こ と で 、地 域 の 活 性 化 と 新 た な ま ち づ

く り に つ な げ ま す 。  
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市 内 に 点 在 す る 歴 史 遺 産 と 歴 史 的 特 性  
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4 い ち は ら 歴 史 の ミ ュ ー ジ ア ム 事 業 の 方 向 性  

 

(1 )   歴 史 を つ な ぎ 、 人 を つ な ぐ ネ ッ ト ワ ー ク  

い ら は ら 歴 史 の ミ ュ ー ジ ア ム 事 業 は 、市 内 全 域 を フ ィ ー ル ド と し

ま す 。 市 民 と と も に 歴 史 遺 産 を 探 求 し 、 そ の 成 果 に 多 く の 市 民 が 触

れ る 機 会 を 設 け る こ と で 、 歴 史 遺 産 へ の 関 心 に 結 び 付 け 、 歴 史 遺 産

を 支 え る 人 材 を 育 て ま す 。  

地 域 へ の 愛 着 を 育 み 、 未 来 へ と 向 か う 新 た な い ち は ら の 「 誇 り 」

を 創 生 す る た め 、 前 述 の 活 動 理 念 に 基 づ き 、 次 の 活 動 を 継 続 的 に 行

い ま す 。  

 

  歴 史 遺 産 を 掘 り 起 こ し 磨 き 上 げ て 、 価 値 を 高 め ま す  

  歴 史 遺 産 の 価 値 を 活 か し て 、 地 域 の 絆 を 深 め ま す  

  歴 史 遺 産 の 価 値 を 共 有 し て 、 次 世 代 に 継 承 し ま す  

  歴 史 遺 産 の 魅 力 を 広 く 発 信 し ま す  

 

(2 )   ネ ッ ト ワ ー ク 拠 点 と し て の ミ ュ ー ジ ア ム  

「 歴 史 を つ な ぐ ネ ッ ト ワ ー ク 」、ま た「 人 を つ な ぐ ネ ッ ト ワ ー ク 」

の ハ ブ 機 能 を 担 う 拠 点 施 設 と し て 、 「 （ 仮 称 ） い ち は ら 歴 史 の ミ ュ

ー ジ ア ム 」 の 整 備 を 行 い ま す 。  

「 （ 仮 称 ） い ち は ら 歴 史 の ミ ュ ー ジ ア ム 」 は 、 地 域 の 主 体 的 な 活

動 を 支 援 し 、 活 動 成 果 の 発 表 や 交 流 の 機 会 を 設 け ま す 。 市 民 が 歴 史

遺 産 を 知 り 、 学 び 、 活 動 す る た め の き っ か け を つ く り 、 歴 史 遺 産 の

価 値 と 魅 力 を わ か り や す く 伝 え ま す 。  

市 内 各 地 域 と 拠 点 施 設 が 行 う 歴 史 遺 産 を 核 と し た 活 動 を 、双 方 向

的 に 連 携 さ せ る こ と で 相 乗 効 果 を 生 み 出 し 、地 域 を 活 性 化 さ せ る 好

循 環 に つ な げ ま す 。  
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■活動内容の検討
 1  学習支援・ 学校連携プログラムの検討
 2  資料調査年次計画
 3  市民参画のルールづくり
 4  諸団体・諸機関との連携・協働事業の検討

■活動プログラム・素材作成
 1  学習支援・学校連携プログラムの作成
 2  参考資料作成 ･展示解説  ･リフレット ･案内地図等

■地域での調査活動
１  ワークショップ開催
２  重点テーマ別資料調査・記録
３  調査・記録資料の整理
４  情報・意見交換会の開催

市民参画試行

■基本方針
基本理念･
方向性 の決定

策定懇話会

修正完成骨子案完成

・議会説明・予算要求
・策定懇話会設置

■基本計画
1  事業・活動内容の検討
2  施設・展示内容の検討 
3  体制・運営・広報戦略の検討

方
針
・
計
画

活
　
動

■事業計画
■事業報告

■活動プログラムの実践
 1   継続的な学習支援・学校連携
２  学習・ 交流機会の拡大

段階

■ミュージアムでの活動
１  展示解説ボランティアの実践
２  体験学習ボランティアの実践
３  資料の収集・整理
４  講座・シンポジウム等の開催

PDCA サイクル

■活動体制づくり
１  既存諸団体等との連携
２  現地調査員の登録等
３  ボランティアの組織化
４  地域・学校との連携

常設展示資料調査・記録
パネル原稿等作成

■常設展示

■企画展示
開館時展示企画

■展示設営

■企画展示
資料調査・準備

調査活動

協働調査活動
展
　
示

協働調査活動

■企画展示
■成果発表

歴史遺産の継承
地域の活性化

■広報計画
 1  広報計画の検討
 2  オープニング
　　  イベントの検討 

■広報活動
 1  マスコミ発表 
 2  サポーター募集
 3  ポスター等作成･配布

■WEB サイト
企画案作成

■WEB サイト
システム  更新委託

埋蔵文化財調査センター
ホームページ内で運用 ミュージアム専用

WEB サイトに移行

広
報
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト ・収蔵資料管理システム導入

   （インターネット博物館）

■WEB サイトシステム運用
１  デジタルアーカイブ
２  データ更新
３  情報検索機能強化

基
本
計
画

■WEB サイト
原案作成

博物館機構設置

■開館事務
・ 設置条例、管理規則 ・博物館協議会設置

博物館収蔵資料台帳整備

工事（リノベーション）基本設計

拠
点
整
備

■活動拠点化
１  市民活動の場の提供
２  情報交換、交流機会の創出
３  学習機会の提供、学習支援
４  歴史遺産の収集・保存・公開活用
５  ボランティアの育成
６  担い手の育成支援

■博物館協議会
運営に対する
意見と評価

■地域での普及活動
１  現地ボランティアガイドの実践
２  発表会・体験交流会の開催
３  担い手の育成
４  情報の発信

地域と拠点
活動の循環

地域への誇りと愛着

協働調査活動

地域活動の循環

■ 2020 年
『更級日記』千年紀

実施設計

■ 開館
記念企画展等開催

4 5 6 7 98 1 4 6 8 25 7 9 1 310 11 12 10 1211

いちはら歴史のミュージアム事業　スケジュール （案）

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

2 3 4 6 8 25 7 9 1 310 1211 4 6 8 25 7 9 1 310 12114 5 6 7 98 110 11 12

平成 28 年度

2 3 2  3

27

基本方針 基本計画

平成 33 年度以降

体制整備段階 活動の好循環段階

■WEB サイト（インターネット博物館）
データ更新
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