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1． は じめに （概 要）

　（1） 世 界遺産 登 録後 の 石 見銀山 とそ の 周辺 の 状況

　30年前 は 観 光 客 は 公 称 10万 人 ，登 録 前 か ら年 2 割 ほ

ど上 昇 し ，登 録 で 80万 以 上／年 とな っ た 。 今後 は 量 〜

質へ 。

　  　 匹界遺産 登 録 に至 る まで は部分的な国 文化財 （史

　　　跡）

　よ く知 ら れ て い た が 保存 と活用 は 鉱業権 もあ り十 分で

な い 過 疎 の 町 で あ っ た が ，国 の 町並 み 保存地区 とな っ た

こ ろ か らゆ っ た り とし た 「まち づ く り」 が進 ん で い た
。

　（3） 日 本初，遺産 登 録 を 目指 した 「石 見 銀 山課 」 が で

き，県 に よ る 主導，次 は共同 ， こ れ か らは協働 して 世界

遺産 を抱 え て い くこ と に な る 。 市 12名 ， 県 12名 ほ どで

担当 して き た。登 録の 直接経費は多 くな い 。

　（4） 石 見ee［11は，16世 紀 か ら20世 紀 ま で の 約 400 年に

わ た っ て 採 掘 さ れ て き た世 界 有 数 の 銀 鉱 山 。
こ の 銀 山遺

跡 の 世界遺産登録 を 目指 し て ，島根 県 と大 田 市な どは

12年 に も お よ ぶ 共 同 し た 取 り組 み を 行 っ た 結果，2007

年 7月 に 匱界遺産に 登 録 さ れ た。文 化遺産 で あ りな が

ら産業 とい う分 か りに くい 分 野 で あ り，さ ら に 「鉱 山産

業 の 遺跡 と 自然 と今 も住み 続 け る 住民生 活 の 調和 」 を示

す 世界的 に も貴重な 遺産 で ある。

　  　登録反対 もあ っ た 地 域住民 と行政 との 協働 の 経緯

　「ゆ っ た り と した ま ち づ く り」か らの 不 安 の
一

方 で，

遺産 を 保存継承 し，活 か す 最大の チ ャ ン ス で も あ り，そ

れ を 支 え た の は 地 元 保存会50年 の 歴史。ま た 外部 の 視

点 ， 世界遺産専門家 の 目。 世界に 開 か れ た 目な ど複 眼 的

な 思考や 活動 が 結実 した も の 。

　（6） 世界遺産登録 と観光，ま ちづ く りとの か か わ り

　急増 し，想定以上 の 来訪者。観光面は大きく変化して

い る。こ の 変 化 に 対 応 し，持 続 可 能 な世界遺産 と して ，

ま た こ れ か ら市全体 に ど う活 か す か が課題。

2．　 石見銀 山遺跡とは

　2．1 名称

　石見銀山遺跡 とその 文化的景観

　（lwami −Ginzan　Silver　Mine 　and 　its　Cul亡ura1 　Landscape ）

　 2．2 概 要

　石見銀山遺跡は 目本海 に面す る島根県の ほ ぼ 中央 に位

置 し，石 見銀 の 採掘
・
精錬 か ら運搬

・
積み 出しに 至 る鉱

山開発 の 総体 を表す 「銀鉱 山 跡 と鉱山町」，「港 と港町」，

お よび こ れ ら を つ な ぐ 「街道 」 か ら成 る。

　 こ の 遺跡 は，東西 世界 の 文物交流 お よび 文 明交流の 物

図一1　 石 見銀 山遺 跡全体 図
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証で あ り ， 伝統的技術 に よ る 銀 生 産を証 明す る考古学的

遺跡お よ び銀鉱 山 に 関わ る土地 利用 の 総体 を表 す 文化的

景観 とし て の 価値 を 持つ 。

　 2．3　遺 産 の 種別

　 文 化 遺 産 ： 遺跡 （文化 的景観 を 含 む ），建造物群

　 2．4　所在地

　島根県大 田 市 （旧 大 田市，温泉津 町，仁摩町 ）

　2．5 構成資産

　（1） 銀鉱山跡 と鉱 山 町

　 石 見銀 山 遺跡 の 中核 で あ り，16世紀 か ら20世紀 に か

け て 採掘 か ら精錬 ま で 行わ れ た 銀 鉱山跡 と ， そ の 麓の 谷

間に 細長 く存在す る かつ て の鉱山町から成 り，さらに こ

の 銀鉱 山 を軍事的 に守護す る た め の 周 辺 の 山城跡が 含 ま

れ て い る。

　銀 山 柵 内 と呼 ば れ た銀 鉱 山跡 に は，数 多 くの 採掘跡や

こ れ に 近接 し て
一

体 と な る 作業場跡等の 生産 ・生活関連

の要素，神社 ・寺院 等 の 信仰関連 の 要 素，山 吹城跡 ・柵

列 跡 ・番 所 跡等の 支 配 関 連の 要 素な ど，相 互 に 関連 し あ

う諸 要素が残 り， 独特 の 上 地 利 用 の 在 り方 を示 して い る 。

　鉱 山 町 は 南北約 2．8　km の 歴 史的 な 町並 み で あ り，北

側 の 大森地区 と 南側 の 銀 山 地区 の 二 つ の 地 区 に 区分 され

る。大 森地 区 に は 武 家 ・商家 ・寺院な ど，様 々 な 身分 や

職業 の 人 々 が混在 し て居住す る 町並 み が 展開 し，銀 山地

区に は 当時人 々 が 集住 した か つ て の 町場 の 地 割 の 跡 や 寺

院 な どの 信仰 の 痕跡が よ く残 る。

　 ま た，銀 山 の 周 囲 に 点在 す る城跡 は，石 見銀 山 支配 を

め ぐ る 攻 防戦 が 行わ れ た重 要 な城 で あ り，日本 に お け る

中世 山 城の 構造的特徴 を よ く表 して い る。
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写 真一 1　 石 見 銀 山 遺跡 の 全景

　　　　 （右 ： 鉱 山
・
仙 ノ 山，左 奥 ： 山吹城 跡）

　  　街道

　銀鉱 山 ・鉱 山 町 と港
・港 町 を 結 び，銀 お よび 銀 鉱 石 な

らび に 諸物資の 輸送路 と し て 機能 し た の が 街道 で ある 。

銀 山 が 開発 さ れ た 16世紀前半 に，銀 LLIか ら鞆 ケ 浦 に 向

け 運 搬路 と さ れ た の が 総延 長 7．5km ほ どの 石 見 銀 「」」街

道靹 ケ 浦道 で あ り，16世 紀後半 に 銀 山 か ら沖泊 に 向け

運搬路 と さ れ た の が 総延長 約 12km の 石 見 銀 山 街 道 温

泉津 ・沖泊街道 で あ る。

　二 つ の街 道 に は，通 行 を 容易 に す る た め の 道普請 の 跡
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が よ く残 る と と もに，道中 には 運搬 に 関係 した 伝承地 ，

通行者や 周 辺住民 が 通 行安 全 や 病気平 癒を 祈 っ た 信 仰関

連 の 石 碑 ・石 仏 な どが 点在 して 残 る。

　（3） 港 と港 町

　 石 見銀 お よび 銀 鉱 石 の 積出港が 靹 ケ 浦 と沖泊 で あ り，

それ に 伴 っ て 港町 と し て 発展 した の が 温泉津 で あ る。鞆

ケ 浦は，石見銀 山が 開発さ れ た 16世紀前半 に 当時の 国

際貿易 港博 多 に 向け て 銀 お よび 銀 鉱 石 を 搬出 した 港で あ

る 。沖泊 は ，石 見銀 山 を 毛利氏 が 支配 し た 16世紀後半

に 銀を 搬 出 し た 港 で あ る。ま た ，温泉 地 で も あ っ た 温 泉

津 は ，16世 紀後半 に は 沖泊 と
．一

体 とな っ て 銀山で 消費

される諸物資の 搬入地 となり発展した。

　 こ れ らの 港
・
港町 に は深 い 湾 とそ の 奥の 谷 間 を 最大限

に利 用 した 土地 利用 の 工 夫 が み られ，往時を偲ば せ る船

舶 の 係 留装置 や 歴 史的 に 関 わ りの あ る 神社，寺院，伝承

地 が あ る ほ か ，谷筋 に は 街路 に 沿 っ て 16世 紀以 来 の 集

落 の 土 地 利用 形態が よ く残 さ れ て い る。

写真
一2　 港 町

・温 泉津

3． 講演 の 骨子 （話 し足 りな か っ た 部分も 含め

　　て ）

　私 が 30年前 に 大 田 市役所 に 入 っ た 時 ， 石 見銀山は ど

うだ っ た か 。 観光 ス ポ ッ トに 近 い もの は代官所跡 と五 百

羅漢程度。石見銀 山 の 観光客入 り込み 数 は ，そ の ほ か も

足 し て 公 称 で年 間10万 人 を 少 し超 え る 程度 とい うこ と

に な っ て い た 。

　 石 見銀山遺跡 は 世界遺産 を 目指 し て か ら 12年 目で 登

録 さ れ た が ，最短 の ス ケ ジ ュ
ー

ル だ っ た と私 た ち は 思 っ

て い る 。 暫定 リ ス トへ の 登 載は 2001年 。 通常，暫定 リ

ス トに 載 っ て か ら登録 ま で は 5〜10年 とい わ れ ， 世界遺

産を 目指す地元 の 取 り組 み として はやは り20年は想定

し な け れ ば な らな い 。

　 3．1 最初 は 県主導，そ の 後 「共同
・
協働」 へ

　石見銀山遺跡 は 1969年 に 鉱山 と して 初め て 国 の 文化

財 に な っ た。代官所跡，龍源寺問歩 （ま ぶ ） （坑道） な

どが史跡 に 指定され た。鉱 山 に は鉱業権があ り，文化財

保存や 観光活用 で は 鉱業権 に 配慮 す る こ とに な っ て い て，

そ う簡単 に 国 の 文化財に 指定 し て も ら え な い 。87年に

は 鉱 山 町 「大 森 地 区」 が 重 要 伝統 的 建造物群保存 地 区

5
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（重伝建地区） に 指定 さ れ ，こ れ を 契機 に 「ゆ っ た り と

し た ま ち づ く り」 が 進 め られ て い っ た。

　当時 の 島恨県知 事 が 世 界遺 産 を 日指 す 方 針 を 掲 げ，幸

い に も世界遺産暫定 リス ト入 りした2001年 4 月 に は 島

根県 に 「世界遣産登録推進室 」，大 田市 に 「石 見銀山課」

を 設 け た 。 登 録 直前 の 時点 で み る と県 は 12人 ，市 は 13

人 （うち 1 人 は 県か らの 派 遣）とい う体制だ。

　世界遺産 に な る 前提 は そ れ ぞ れ の 国 の 国 内法で 保護 さ

れ て い る こ と。日本 の 場 合，文化遺産は 文化財保護法，

自然遺産は 国立 公園法 な どだ 。 鉱業権に関 す る問題 で は，

私 た ち も経済産 業省 と文化庁 の 間を 行 っ た り来た り した 。

　 こ の遣跡は東 西世界の 文物交流，文明交流 の 物証 で あ

り，伝統的技術 に よ る銀生産 を証 明 す る考古学的遺跡 と，

銀 鉱 山 に か か わ る 土 地 利 用 の 総 体 を 表す 文 化 的 景 観 とし

て の 価値 を 持 つ 。こ れ らの こ とを きち ん と説 明 で き．証

明 で き て，初めて 世界遺産 に な る こ と が で きた。

　3．2　50年前 か ら住 民 が文化財保存会

　世 界 遺 産 に た ど り着 い た の は，長年に わ た っ て 文 化 財

の 保存活動 に 取 り組 ん で きた 住民 の 方 々 の 力が 人 きい 。

新 ・大 田 市 は 平成 の 大合併 で 3 市 町 が 合併 し ，世界遺

産エ リア は そ の 旧 3 市 町 に広 が っ て い る 。 旧 ・大 田 市

は 昭和 の 大合併 で 19町村 が 合併 し て で き た 。 そ の 際 ，

旧
・
大森町の 住民 が 全戸参加 に よ る 「大森町文化財保存

会」 をつ くっ た。大森町は こ の 地域で 最 も古 く，江戸時

代 に は 代官所 が あ り，明治 以 降 も郡 役所 が置 か れ た。そ

れ らが 全 部な くな っ て ，こ の ま ま で は 地 域 の ア イ デ ン テ

ィ テ ィ
ーが 損 な わ れ る。地 域 に 誇 りを 持 ち，地 元 で 文化

財を守ろ うと活動を始めた。保存会発足は 1957年。世

界遺産登録の ち ょ う ど50年前 だ。

　世 界遺産 の 説 明 で 最初 に こ こ へ 行 っ た 時 ，「せ っ か く

町 並 み保 存で ゆ っ た り と した 良い 町 づ く りを して い る の

に ，皆 目見当 もつ か な い よ うな もの を 持 ち込 ん で 地 域 を

混 乱さ せ るな 」 と言 わ れ た 。 し か し，地 域 に誇りを持 ち，

文 化財 を 守 る とい う長年 の 活動 の 流れ の 中で ， 世界遺産

を 目指 す こ とも受 け 入 れ られ て い っ た。

　世界遺産 に つ い て は，外か ら見た ら ど うな の か とい う

視点 も大事だ。先行 し て い る世界遺産 と比 べ て 石 見銀 山

遣 跡 の 価 値 は ど うか 。 私 た ち も な け な し の 金 を は た い て

世 界遺 産 を い くつ か 見学 し て き た が，そ れ に よ っ て 石 見

銀山遺跡 の 価値を改め て 見出す こ とがで き た。

　世界遺産登録 と観光振興 や ま ち づ く りに 関 して は，行

政 と住 民 の協働ワーク シ ョ ッ プ 「石 見銀 山協働会議」 を

設 げ た 。協働会議 は 最初 100 人 を 募集 し た ら 200 人集

ま っ た 。そ こ で 「守 る 」，「発信 す る 」，「受 け 入 れ る」，

「活用 す る」 と い う四 つ の グ ル ープ に分 か れ て 議論 し，

計画 を つ く っ て きた 。

　3．3 観光客の コ ン トロ
ー

ル に 工 夫重ね る

　観光客は急増 した。大森地 区 は狭 い 谷間 の 町 な の で 路

線バ ス を 使 っ てパ ー
ク ＆ ラ イ ドに し よ う と，町 に 入 る 前

に バ ス 11台 分 の 駐 車場 を つ く っ た 。駐車場 に 隣接 し て ，

石 見銀山遺跡 の ガ イダ ン ス を す る 世界遺産 セ ソ ターを 建

設 した。観光客 は ま ず そ こ で 遺跡 全 体 に つ い て勉強して
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か ら路線バ ス に 乗 り，遺跡の 中を 歩い て もら う。許容人

数 や 環 境 負 荷 を 考 え る と路線バ ス で も多 す ぎ る の で，路

線バ ス の 廃 止 を 検 討 して い る。パ ー
ク ＆ ウオー

ク だ。そ

うな る と龍源寺問歩 な ど を 見学 に 行 く人 は 5kn1 くらい

歩 か ない とい け な い。お年寄 りな ど交通弱者は ど うす る

か，い ろ い ろ 悩 ん で い る とこ ろ だ。

　3．4 第 1の 成果 T 「地域へ の 誇 り」

　世界遺産登録 の 成果 と 課題 は 何 か 。私見 だ が，第 1

に登 録 に よ っ て 地 域 へ の誇りが 生ま れ た こ と。至 極当た

り前 だ が 最 も大 事 な こ とだ ろ う 。 大 森町 文化財保存会の

人た ちの よ うな誇 りが 大 田市全体 に 広 が りつ つ あ る。第

2 は 「完全な保護 」 だ 。国 内法 で 守 られ て い る うえ に，

ユ ネ ス コ 世界遺産条約 に よ っ て 守 られ る。き ち ん と保護

して 残 す こ とを 世界 に 向 け ，未来 に 対 して 約 束 す る とい

う意味 で 完全な 保護 が 図 ら れ る 。

　 こ れ ら に伴 っ て 景観が守 られ，環境意識が高 ま る。二

つ の 銀 山街道 な ど竹薮 に な っ て 荒れ て い る と こ ろ を ど う

す る か とい っ た 議論 が あ り，こ れ か らや ら な け れ ば な ら

な い 課題 も多い が ，少な く と も世界遺産 の 景観 を 阻害す

る よ うな 新 た な 要 因 は 排除 さ れ る こ とに な る。

　石 見銀 山遺跡 は 山の 中 に あ り， 「自然 との 共生 」を キー

ワードに そ の 文化的景観 を説明 して きた。石見銀山は公

害 とほ とんど無縁だっ た。産業革命以前 の こ とで もあ り，

必 要最小限 の と こ ろ を採掘 し，採 掘 跡 に は 木 を植 え た 。

周 辺 の 村 々 で は精錬用木炭 に す る 木材 を 計画的 に 伐 り出

し，必 ず 植林 して 緑 を戻 そ う と して きた。こ れ は 歴史的

な 事実 だ 。

　施設面 で は 景観 に配慮し な が ら トイ レな どの 施設 を 整

え，携帯 電 話 も使 え る よ う に した 。 現在 ， 電線 の 地 下埋

設 の 工 事 中だ。

　 ま た ，協働型 の 「石 見銀 山基金」 を つ くる。民 間 と行

政 が 1 億 5000 万 円 ず つ 出 し合 い 3 億 円 の 基 金 に す る。

氏 于の い な い 神社 ， 檀家の な い 寺 な どを修理 した り，荒

れた竹薮 を手 入 れ し たりす る 目的で，ま た ボ ラ ン テ ィ ア

活動 を支援 す る の に使 う計画 だ 。

　今後の 課 題 で 何 よ り も重 要 な の は 保全事業 を継続 し て

い く こ と と，ユ ネ ス コ の 精神 で あ る 人権尊重 を 世界遺

産 ・石 見銀 山遺跡 を通 じて 広め て い く こ とだ と考 え て い

る Q 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 （原稿受 理 　2008．9．24）
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