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10．1 は じ め に

　 本講座 の 8章 で は，古墳 と城 の 石 垣 の保存修理 に つ い

て 解説 した。本章 で は こ の 他 の 石 造文化財 と して，石 造

建築，磨崖仏，石塔，石造品，庭 園 の 保 存 に つ い て 代表

的な 例 を交 え ，基本 的な保存修理 の方針を述べ る 。

　 上 記の 石 造文化財 の 現状は，石 の劣化が著し く保存対

策の 急が れ て い るもの が多 い 。一
口 に石 造物 と 言 っ て も，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 せ き ぞ く

大は石塔，磨崖仏，建築物か ら小 は考古遺 物 の 石鏃 （矢

の 根石 ）や 石 器類 まで 広範囲 に わ た る。そ れ らの 材質も

花崗岩，安山岩 ， 玄武岩，砂岩，凝灰岩，石 灰岩 ， 片岩 ，

サ ヌ カ イ ト，黒曜石，碧玉 な ど多岐 に 及ん で い る。

　 こ れ らの岩 石 は ，永 い 年月の 間 に，水，空気，熱，生

物な ど に よ っ て 風化作 用 を受 け て 劣 化 し，磨滅 し，崩壊

して ゆ く。

　 石 造建築は，我が 国 の 近代化 の 中で一
時期を画す建築

で あ っ た が，耐震性，機能性な ど諸般 の 事情 に よ り，衰

退 して 行 っ た。こ こ で は，指定 に よ り石 造建築を保存 し

て い る状況 を グ ラ フ で 示 す と とも に ，移築の難しさ につ

い て 述 べ る。

　磨崖仏 の 保存 につ い て は ， 最近それが完 了 した 臼杵磨

崖仏 を例 に と っ て解説する。

　 日本の 石塔 に は，多重塔 （層塔）の ほ か，宝塔，多宝

塔 瑩冨醜 ，五 輪塔 な ど が あ り，ま諾 齷幡 騰
と う

塔，無縫塔 な ど もあ る 。 そ の 中で 最も古 くから作られて

い て歴 史 が 長 い の は 多重塔 で ある。本章で は，日本 の 石

塔技法 の 原則 に則 り，屋根 石 幅 の 逓減度 を決めて 復元 し
　 え 　に ち 　じ

た 慧 日寺 の 伝徳
一

廟 石 塔を例 に と っ て 解説 す る 。

　庭園の 石 組
・
景石 や 鑑賞や儀式 ， 宴遊な どの ため に，

人の 手 に よ り造 られ た もの で ，価値 の 高 い もの は石造の

文 化 財 とみ る こ とがで き る 。
こ こ で は 発掘された庭園遺

跡 で，日本庭園 の 源流 とな る庭 園の 骨格を と どめ た 奈 良

時代の 庭園を 例 に ，石組や 景石 の 露 出 展示 の 方法 に つ い

て 述べ る。

10．2 石 造 建 築

　 10．2．1 重要文化財石 造物

　 1993年 4 月現在 に お い て ，国 が 国宝 ・
重要文化財 に

指定 して い る建造物 は 3489棟 で あ り，木造3152棟 ， 石

造272棟，ほ か 65棟 で あ る。図一10．1に 重要文化財石造

物 の 指定 の 推移 を示 した。1929年 に は 国 宝保存法 が制

定 さ れ た が ，こ れ に か わ っ て ，1950年 に 文 化 財保護法

が 我が 国文化財保護 の 総 合 的 統
一

法 と して 制定 され て い
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図
一10，2 重要文 化財石造物 の 種類 と数 （1993年現在）

る。

　 1993年 の 石 造物 を 塔
・
鳥居 ・石 造洋風建築

・
石橋

・

門など種類 に よ り分類 し，そ の 比率 を求める と図
一10，2

の よ うに な る 。 さ らに 石造洋風建築 の み を と りだ して 指

定順 に まとめ る と表
一to．1に示 す よ うに なる

1）。

　 10，2．2 石 造建築

　
一般 に は 「石造建築」 と総称され る建築物 も，大半は

内部 に 木造の 骨 組 を 持ち ， 外壁 に 凝灰岩 な どの軟石 を積

ん だ 「木骨石 造」 と呼ばれ る構造 を して い る。た だ し，

表
一10．1中に 示 した 旧 日 本郵船小樽 支店な ど，純粋 に石

積み だ け で 造 られ た 「本石造」 もあ る 。

　明治 か ら大正初期頃 まで の 日本 の 洋風建築 は，欧州か

ら建築技術 を移植 して 建て られ た もの で あ り，組積造が

一
般的な構法で あ っ た。組積造は 石 やれん が の よ うな塊

を積み 重 ね て 造 る 構造 を指 す。石 造 だ け で な くれ ん が 造

や ブ ロ
ッ ク 造 も同様で あ る 。 さ ら に 木骨石造 の れ ん が 版

もあ る 。
つ ま り，木骨 の軸組に れん が の壁 を積ん だ 「木

骨れんが造」 と呼 ば れ る構造で あ る。日本 の 伝統的な土

蔵造 も，同 じ く，木骨軸組を構造体 と し，石 や れ ん が の

代 わ り に 土 で 壁 を造 っ た と考 え る と同 じ組積造 の 仲間 と

な る 。
こ れ らの 組積造 は一

般的 に 重量が大 きい
2）

。

　しか し，日本の ように 地 震の 多 い 国 で は ，耐震性を向

　 　 　 　 　 　 　 　 　 49
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表
一10．1 国指 定 重要 文化 財建造物一覧 （石 造 洋風 建築 ：指 定順 ：1993 年現 在，文献 1） を参考 に 著者 が作成 ）

指定年月 日 県別 名　　　　　　　　　　称 区分 建立 年代 （西暦）

1935．5．13 石 　川 尾 山神社神門 宗教 明治 8 年　　（1875 ）

1956．6．28 大　阪 泉布観 住 宅 明治 4 年　 　（1871）

1956．6．28 大　阪 旧造幣寮鋳造所 正面玄関 公 共 明治 4 年　 　（1871）

1962，6．21 東　京 日 本ハ リス トス正 教会教 団復 活大聖堂 （ニ コ ラ イ堂） 宗教 明治24年　　（ユ891）
1962．6．21 鹿 児島 旧 集成 館機械工 場 商 工 慶応 元年 　　（1865）

1964．5．26 京　都 竜谷大学本館 学 校 明治 12年　 　（1879）

1966．6．11 長　崎 旧 リン ガ住宅 （長 崎 県長崎市 南山手町） 住 宅 明治元年 頃　（1868，

1968．4．25 愛 　知 旧 札幌電話交 換 局舎 公 共 明治31年　 　（1898）

1969．3．12 北海道 旧 日本郵船小樽 支店 商 工 明治38年　　（1905）

1969 ．3．12 神奈． ［1日横浜 正金銀行 本店本館 商 工 明 治37年　　（1904）

1969．8．19 北海道 北 海道 大学 農学 部 （旧東北 帝国 大学農科大学 ）第二 農場釜場 学 校 明治43年　 　（1910）

1972，5．15 長　崎 旧 オ ル ト住宅 （長 崎 県長崎市 南山手町）主屋 住 宅 慶応元年 　　（ユ865）

1974．2．05 東 　京 日本銀 行本店 本館 商工 明 治29年　　（1896）
1974．5．21 大 　阪 大阪府立 図書館本館 公共 明治37年　 　（1904）

1974．5．21 大 　阪 大 阪府 立図 書館左 翼 公共 大正11年　　（1922）
1974．5．21 大 　阪 大 阪府 立 図書 館右翼 公 共 大正 11年　 　（1922）

1978，5．31 東　京 表慶館 公 共 明治41年　 　（1908）

1990．3．19 長　崎 旧長 崎英国領事 館職員住 宅 公共 明治40年 　 （1907）

1990，3．19 長 　崎 旧 香港 上 海銀 行長崎支店 商工 明治37年　 　（1904）

上 さ せ る に は ， 建築物の 重 量 を極力軽減さ せ る こ とが 不

可欠 とな る。大正 12年 の 関東大震災に よ り組積造建物

は壊滅的 な 被害を受 け た。石材 の重量 に 比 して ，目地の

接着力 とわ ず か な補強金 物 に よ り，地 震 水 平力 に 抵抗す

る組積造 の 構法 は，こ の 時期 を契機 と して 衰退 して い く。

現在 で は ， 石材 に構造的な 負担 を負 わ せ な い
， 張 り石工

事 へ と変遷 して お り，外壁や床 の 張 り石 として適所 に使

わ れ る よ うに な っ て い る。

　 10．2．3 石 造建築 の 保存

　重要文化財洋風建築 で は ， 単独 で保存さ れ て い る もの

も ある が，伝統的建造物群 （周囲の 環境 と
一

体をな して

歴 史的風致 を形 成 して い る伝統的 な 建造物群で価値 の 高

い もの ） と して 保存 さ れ て い る もの もある 。不 動産文化

財 （土 地 と環境 に結 び つ け られ て い て，美 術 ・工 芸 品 等

の 動産文化財 と本質的に 区別される）は現地保存 が 原則

的 で ある 。 高度成 長 の流れ の 中 で，土 地 の有効利用 ，近

代的設備導入な どの た め，古 い 建物 が 次 々 と姿を消 し，

新 しい 建物 に 変 わ っ て い っ た。特 に，明 治期 を代表 す る

建物 の 多 くは 地価 の 高い 市街地 に 位置 して お り，組 積造

で あ る が た め，移築保存は 困 難 を極 め る
3）。

　移築保存で は ， れ ん が 造や 石造と な る と移築の た め の

解体 は容易で はない 。目地 にモ ル タル を用 い な い 空積み

の 場合，あ る い は モ ル タル が 石 灰 モ ル タ ル で，目地 の 強

度 が れ んが や石 に 比 して 小 さ い 場合 は解体 が 可能 で あ り，

した が っ て 移 築 で きる が，ボル トラ ン ドセ メ ン トを モ ル

タ ル に 用い るよ うに なる と，れ ん が や石 を 割 らな い と解

体は ほ とん ど不 可 能 とな る
4）。

　建物に は 機能 が あ り，そ の 機能 は 時代 と と もに 変 化す

る 。 変化に 合わ せ る こ と も大事 で あ る が，内部空間が 機

能的 で ない な らば ， 内部改築 で対応 す る 方法 もある 。

　 しか し，移築を考 え る前 に可能な限 り現地 で保存する

方法を 考 え る こ とが 重要で あ る。伝統的建築物 は 現地 に

あ っ て 初め て真 の 価値 が 発揮 され る か らで あ る。

50

10．3 磨　崖　仏

　 10．3．1　 臼杵磨崖仏

　臼杵磨崖仏 は 臼杵市深 田 に あ る丘 陵の 斜面 に露出 した

溶結凝 灰 岩層 に 岩を穿 っ て 8箇所 の 仏像 を納 め る空 間
が ん

（龕） を 造 り ，
62躯 の 仏像を彫 っ た もの で，石仏群 が 谷

を め ぐ っ て 4箇所 に 分 か れて い る。 こ れ ら 4群か らな

る石 仏群は そ れ ぞ れ 古園石 仏，山王 山石仏，ホ キ石仏第

1 群 （堂 ヶ 迫石仏），ホ キ 石仏第 2 群 と呼 ば れ て い る。

こ れ ら石 仏群の 造立 に 関す る史料 は ほ とん ど皆無で あ る

が，各龕 の 間 に は構成 や 作風 の 上 で違い が あ り，様式か

ら制作時期は ，平安時代後期 に その 規模 の 大半 をそ な え ，

鎌倉時代か ら室町時代に 及 ん で
一

部 が 付加さ れた もの と

考 え られ て い る5）。

　臼杵磨崖仏 は ， 永い 年月 に わ た り，風 雨 に 曝 さ れ て き

た こ と もあ り，仏体 の 傷みが著 しい 。また 古園石 仏 に至

っ て は 岩盤 に多 くの 亀裂が入 り，崩落 の 危険を伴 うと共

に，仏体下 部 は，地 下水 の しみ 出 し に よ っ て常に湿潤状

態 とな り，地 衣 類 が 繁殖 し，仏 体下 部 が 徐 々 に 侵食 さ れ，

風 化が 著 し く進んで い る。こ の た め ， 多 くの 亀裂を 生 じ

て い る岩盤部分に対して は，母 岩 と亀裂岩盤プロ ヅ ク と

の 結合をはかる補強工 事 を 行 っ た （ロ 絵写真
一17）。

　 10．3．2　保存修 理 方針
6）

　磨崖仏 の 保存修理 は 以下 の よ うな 方 針 で 行 っ て い る。

　1） 仏 体 な ら び に 割 れ 落 ち た 仏体 片な どの 保存 を 図

　　 るた め に は ， 地 下水 を排 水 す る 。 ま た，割れ落ち

　　 た 仏体片 な ど をそ の まま地 上 に 置 か な い 。極力，

　　 収蔵庫等 で 乾 燥 化 を 図 る。

　2） 仏体な ど石質 の 風化 を 防 ぐた め に 硬化 を 図 る。

　3） 割 れ 落 ち た 仏体 片 な ら び に 収蔵庫 に 収納され て

　　 い る仏体片等 で，そ の 位置 が は っ き り と確認 で き

　　 る もの は，原則 と して 元 の位置 に 戻す。

　4） 復位 に 当た り，無 くな っ て い る部 分 に つ い て は

　　新 し く作 る こ と は で きな い が ，本物 の 破 片 な どの

　 　土 と基礎，45− 5 （472）
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　　安定化が 必 要な場合 に は支 え 用の 石 を入 れ る 。

　 こ う した修理 方針 に 基づ き，各石仏群に つ い て 亀裂岩

盤 と母 岩 とを ス テ ン レ ス 棒 で 結合 さ せ 固 定 す る工 事，地

下水排水工 事，石 質の 硬 化 をは か る た め の 樹脂含浸 ，地

衣類の 除去 と清掃，仏体下部安定 の た め の 石 積工 事，仏

体片等 の 復位作業を 行 っ た （ロ 絵写真
一18）。

　10．3，3　保存修理方法

　臼杵磨崖仏 の 中で 古園石仏 の 保存修理 方法 は 次 の とお

りで あ る。

　（1） 多 くの 亀裂を生 じ，崩落 の 危険 を伴 っ て い る岩盤

に 対 して は ，ほ ぼ 水 平 の ボ
ー

リ ン グを19箇所行い ，直

径 6．6cm ，長 さ 4〜8　m の 穴 を 開 け た 。 そ の 中 に 直径

2．2か ら2．4cm の ス テ ン レ ス 棒を挿 入 し．亀裂岩盤 ブ ロ

ッ ク と母 岩 とを 結合す る ロ ッ ク ボ ル トア ン カー工法を 用

い ，固定 を 図 っ た 。

　   　龕下 部 の 粘土層 に 近 い 箇所な らび に 割れ て母 岩か

ら離 れ て い る中尊大 日如 来胸 部裏側付近 は，母 岩そ の も

の の厚み がな く粘土層 に 変 わ っ て い る た め，ロ ッ ク ボ ル

トアン カー工 法 に か わ っ て グ ラ ウン ドアン カー工 法 を用

い ，胸部裏側 2箇所 を 含 む 計 7 箇所 に 斜下方へ 直径 6．6

cm ，長 さ 10　m の 穴 を 開 け ，そ こ に や は り長 さ10　m ，

直径2．6cm の ス テ ン レ ス 棒 を挿 入 し，固定 を 図 っ た。

　（3＞ 大 日如来 に つ い て は，本体 の 部材 が 9 割 以 上 残

存 して お り復位 を行 っ た 。 復位 に 当た りその強度を把握

す る た め ，事前 に 各部材 の 重量 を 測 定 して い る。天冠台

を 含 む 頭部 の 重 量 は 約 366kg ，胸部 は450　kg，左 上 腕

部 117kg ，胸部510　kg で そ の 総 重 量 は 約 1440 　kg で あ

る。残存 して い る部材 を 下 か ら接合 して い っ た 場合 ，

366kg あ る頭部 を残 りの 約1070　kg で 支 え る こ と に な

る。基壇 お よ び仏体下部を十分 に安定させ る こ とに よ り，

頭部重量 を支 え る こ とが で き る 。 頭 部 の 接 合 には エ ポ キ

シ 樹脂 を 用 い た が ， よ り安全性を考慮 し，接合部の 中 心

に直径2．6cm ，長さ20　cm ほ どの ス テ ン レス 棒を挿入 し

て 固定を 図っ た （写真
一10．1）。

　   　龕部 に つ い て は，表面 の 清掃 な らび に地衣類を除

去 した後，合成樹脂 を 含浸 さ せ 石 質表面の 硬 化 を図 っ た。

縦横 に走る亀裂 に対 して も合成樹脂 を含浸させ亀裂部 の

強化を 図 っ た。さらに，脱落 ， 落下 ， 出土 した各 部材は

収蔵庫等 に 運搬 し，乾燥 さ せ，合成樹脂を含浸さ せ石 質

の 硬 化 を 図 っ た。

　 （5） 龕下部 の 粘土層の 風化を防止 し，安定化 を図 るた

め，そ の 前面 に 凝灰岩 の 切石 に よ る新た な 石 積み を行 っ

た。な お，発掘調査 に よ り，大 日如来 の 前部 か ら，別 材

で 造 られ た膝部 を安置 す るた め に地山で ある粘土層を削

り出 して つ くっ た ，ほ ぼ方形 の 台座状遺構が検出さ れ た。

こ れを保存す る た め に ， 遺構の 外側 に石積 み を行 っ た。

　   　割 れ て 母 岩 か ら離れ て い る大 日如来 の 左右胸部 石

材に つ い て は ，グ ラ ウ ン ドア ン カ
ー

工 法に より復位を行

っ た。具 体的 に は，母 岩 に ス テ γ レス 捧を 挿入 し，そ の

突出部 に ，穴 を 開け た 左 右 胸 部石 材 を は め 込み ，エ ポキ

シ樹脂 で 固定 した。

May ，1997
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　 　写 真一10，1 古園石仏大 日如 来 の 頭部 復位作 業

10．4 石 　塔

　 10．4．1 伝徳
一

廟石 塔
7）

　 こ の 石 塔 は，福島県磐梯 町 慧 日寺 跡 の
一

部 で あ り，そ

の 伽藍地 の 最も奥ま っ たとこ ろに ある。平安時代末期の

もの と推定 され て お り，石質は 石 英安 山 岩 で あ る。塔は

一
辺約 7．4m ，ほ ぼ正 方形 の 石積基 壇 上 に あ り，修理 前

は 3層 に 積 ま れ ，別 の 石 塔 の 部材 を 補 っ て 相輪 と して

い た。石塔 は 過去度 々 ，台風 雪害 な どに よ っ て倒 れ て

お り，ま た 塔石 は 薬師信仰に よ り薬石 として 削 り取 られ

て お り，破損が 著 しか っ た 。 二 重軸 石 の 欠 損 は特に著し

く，軸石 の 代用 と して五 輪塔の 空輪部お よび 風輪部 を 利

用 して お り，図
一10．3の よ う に極 め て 不 安 定 な状 態で あ

っ た 。

　 to．4．2　多重塔 の設計基準

　伊藤
8）は多重塔の 屋根石幅をい か に小さ く して い くか

（逓減度の 決 め方）に つ い て 次 の よ うに 考察 して い る。

　 お よ そ 工 作物
一

般 に つ い て ，そ の 部材 の 寸法 を きめ る

法 に は二 つ あ る 。

一
つ は 実寸法で 定 め る法で ，明 確な の

は完数 に よ る （1尺を基準尺 とす る）法で あ る 。 他の
一

つ は あ る 部分の 寸法 を規準と し，他は そ れ との 比例 に よ

り定 め る 法で ，寸法的に は 端数が 出 る こ と に な る 。 石 造

物は ，そ の 原料 か ら して 既 に寸法上 の 制約 が あ る た め か，

総 じて 個 々 の 部材は 実寸法 で 定め られ る 傾向が 極め て 強

い 。その ような基本方針 の もとで 逓減を行おうとすれば，
一

つ
一

つ の 寸法 を等差数列的 に減 らす こ と に な る 。 決 し

て 等比数列か ら寸法をきめて はい な い。しか し等差数列

とい っ て も，上 か ら下 ま で 同 じ差 で は 単 調 で あ る。そ こ

で 最下重 だ け 大 きくす る よ うな 意匠 を用 い た り，差の 寸

法 を 途 中で 変更 した り して い る 。

　 10．4．3　修理の 基本方針
9）

　 （1） 各部材 とも寸法むらがあ り，平面 で み て も正方形

で は な い
。 仏 像

・梵 字 な どは刻 ま れ て い な い の で，積み

方 は 制約を受け な い が，塔全体の 姿 の整備感を保持す る

た め ， 可能 な 限 り長 い 辺 が 正 面 に くる ように した 。 欠損

の 大きい 五 層屋根は当初部分の 多 い 面を正面 と した。

　   　部材寸法 を 測 定 し，完数 （1 尺 を基準尺 と した と

き，こ の 基準に ラ ウ ン ドに 納 ま る 数値）で 製作 され て い

る と推定 した 。 例 え ば ，基礎は幅 3 尺 ，初層軸部 は 下

部 2 尺 ， 上 部 L7尺 ， 初層屋根は幅 4．3尺 ， 二 層屋根の 幅

は3．3尺で あ っ た。

　 （3＞ 当初 の 組上 げ 高 さ （噛合せ 部 を 差引い た 寸法）で
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　図
一10．3　修理前 の 石塔　　　図一10．4　修理後 の 石塔

測定 で き る値 を 求 め る と，初層軸部 2．2尺，二 層屋根
・

三 層軸部 1．4尺，三 層屋根
・
四 層軸部 1．25尺 と，や は り

完数で あ っ た。こ れ に 基づ い て 失われ た材高を推定 し，

数案 に っ い て 検討 した 結果 ， 初層屋根
・二 層軸部高 さは

1．6尺，ま た四 層屋根 ・五 層軸部高さは 1．1尺 とするの が

妥当 と考 え られ る に 至 っ た。こ の よ うに定 め る と軒間距

離 は 下 か ら1．6尺 ，1。4尺 ，1．25尺，1．1尺 とな り，そ の

逓減 は 2 寸 ，
1．5寸，1．5寸 とな る 。

こ う定 め る と軒幅も

初層だけ とびぬけて 大きく，以下 二 ， 三 ， 四層は軒先端

がほ ぼ直線的 に す ぼま る こ とに な る。

　  　各部材 で 使用で きる もの は，破損風化が あ っ て も

そ の ま ま再 用 に努 め た。前記 寸 法 も 目安 に す ぎ な い か ら，

その た め実物 を傷 め る こ とは しな か っ た 。 構造上 ど う し

て も新材で 強化措置せ ね ば な らな い 部分 に つ い て は，個

々 の 状況 に応 じ次 の よ うな さ ま ざ まな 手 法 を 用 い た。

　 10．4．4　修理方法

　修理 後 の 石 塔 の 写真測 量 図に 修 理 概念 を 記 入 した もの

を図一10．4に示す。

　（1） 発見 した基礎 は 現所有者の意向か ら譲り受け られ

な か っ た の で，同寸法の 材 で新補 した。

　  　初 層 軸部 は 鉄 骨 製の 枠組 で 囲 ん で荷 重 を受 け る よ

うに した
。

こ れ は 石燈籠火袋 な どの 補強 に 木製枠組 を用

い る伝統 的 手 法を 近代化 した もの で あ る。

　（3） 初層屋根
・
二 重軸部材 に つ い て は ， 欠失 した 二 層

軸部を新材で作り，旧材部 と接着 し，境界部分は擬石 で

整形 した。

　（4） 二 層屋根 ・三 層軸部材 に つ い て は，軸部欠損 に よ

り露出 した納 入 穴 を修理 後 も 見 られ る よ う に との 要 望 が

強 か っ た。その ためプラ ス チ ッ ク成型 の 可否 も検討され

た が，構造上 お よび 工 作上 不 可能と判断さ れ た の で ，欠

損部 に
一

定 の 高 さの 土 手 を 合成 樹脂 で 作 り，そ の 上 に 鉄

製の 枠組 を の せ る こ と と した 。 正面だ け は 土 手 を設 け な

い で鉄板を下部 まで おろし，大きな 窓をあけて 内部 を見

るに便 と し，公開の 要請 に 答え られ る形を と っ た。四層

と五 層 の 軸部で は，欠損部 を新材 で 補 い ，接着す る方法

を と っ た 。

　 五 層屋根で は ， 欠損部 が 大 き く， そ の ま ま で はバ ラ ン
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ス を失 す るの で，新材を補 っ た。しか し軒反 りな ど意匠

に か か わ る部分 は控え 目 に作 り，旧材 との 調和をはか っ

た。な お露盤部 も補加 した が，相輪 は新補 しな か っ た 。

10．5 石　造　品

　 10．5，1 石 造品 の 保存 ・修復

　墓標 や碑文な ど，野外 に お け る石 造文化財 の保存
・
修

復 で は，文化財 と して の 価値判断や 目的 が対象 に よ っ て

そ れ ぞ れ 異 な る。ま た 劣化 の原 因 も こ れ を取 りま く複数

の 要因が複雑に 絡み合 っ て お り，開発行為 な どの 社会的

な要因 も加 わ っ て 状 況 は さ らに 複雑 に な っ て い る。こ の

た め，保存
・
修復 の 方法 を一元 的 に 決定 す る こ とは 難 し

い
。

一
般 に硬 石 は保存が 良 く，軟石 は 保存 が悪 い と言 わ

れ る が，石 造物の 保存状態 は，石 質 （鉱 物組 成 ，空隙率）

とそ の 石 が保存 さ れて い る環境や履歴 に よ っ て 左右 され

る こ とが 多い 。 した が っ て ， ま ず現状 を よ く精査 し，そ

れぞれの 文化財 が どの よ うな状態 に置か れ て い るか，こ

れ を取 り ま く環境 や，崩壊 が どの よ うに進行 して い る の

か を把握す る必 要 が あ る。

　10，5．2 石造品 の調査

　文献
le）で は，野外 に 設置され て い る 東京都指定文化

財 の 中 で ，近 年石 造文化財 と銅造文化財 に つ い て ，劣化

の著 しい もの が 認 め られ る よ う に な っ て きた た め，その

現状 を 把握 し， 保存修理 対策を 講ず る た め の 基礎資料 を

得 る こ とを目的 と して 調査 を 行 っ て い る 。 こ こ で は石 造

文 化財の 損傷の 程 度 を，次 に示す東京国立文化財研究所

の 石造文化財修 理 資料検索 フ ァ イ ル の 「項目 11 処理

前の状態」 に準 じて 記録 して い る。

　＜項 目 11 処理前 の 状態＞

　 1．粉化 （表 面 が粉状 に な っ て い る）

　 2．溶出 （成 分 が 溶 け 出 して 穴
一

ミ ソ 穴があい て い

　　　 る）

　 3．剥離 （表面が 下 地 か ら浮い て い る ）

　 4．剥落 （表面層がはが れ落ちて 失 わ れ て い る）

　 5．亀裂 （表面 に ひ び が 入 り内部 まで 割れ が 入 っ て

　　　 い る ）

　 6，破 損 （2 個 以 上 に壊 れ て い る が，各部分 は い ず

　　　 れも失 わ れず 残 っ て い る）

　 7．欠失 （石 の
一

部が欠け て失われて い る）

　 8．亡 失 （組石 の 1個 が 全部失 わ れ て い る）

　 9．後補 （失わ れ た 部分 も し くは 破損等 が あ っ て 後

　　　 世補修 され て い る）

　10．析出 （石 内部 か らの塩類の 析 出物 が あ る）

　11．火傷 （火 災 に あ っ て劣化 した ）

　12．か び
・
苔等 （かび類

・
地衣類

・
苔類

・藻類な ど）

　13．根 （草木 の 根）

　 14，汚 れ （す す ・鳥 の 糞 な ど）

　15．摩耗 （碑面 が著 しく摩耗 し ， 読み づ ら くな っ て

　　　 い る）

　16．変色 （材料 の 変質 な どに よ り色が変わ っ て い る）

　17．生 成 物 （材 料 の 表面 に 反応生成物が存在 す る ）

　 18．そ の 他

　 土 と基礎，45− 5 （472＞
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　 さ らに ，材料 の 劣化，変質 と形態 の 変化 を考慮 し，次

の よ うな基準で 分類 を行 い ，以 下 の 記 号 で 表 現 して い る 。

　 A ： 保存修復処置完了

　 B ： 応急的修復処置 は済ん で い る が，後に 本格的処置

　　　が 必 要 と考え られ る もの

　 C ：継続観察 を要 し，保存
・
修復処 置 を 要 す る と考 え

　 　 　 られ る もの

　 D ： 継続観察を要す る もの

　 E ： 現 状観察 を す る こ とが 望 ま しい もの

　 to．5．3　保存
・
修理 の基本的な方針

　 （1） 作 業 概要

　 劣化 し た 石 造品の 保存
・
修理 を 行う場合，石 造 品 の 現

状 お よび 保存環境を 調査 して か ら，劣化原 因 を検討 し，

そ の 状態 に 応 じて 保存方法 の 基本構想を設定する。

　 石造品の 保存を考 え る場合，劣化原因を除去する こ と

が 大 切 で あ る。こ の 作業 に よ り現存 の 保存環境 を改善 し

て い く必 要 が あ る。石 造品 の損傷が激し く，現在の 状態

を保持 す る こ とが 困難な 場合 は ， 石 材全体 を シ ラ ン 系石

材強化材等 に より樹脂強化 して保存処理す る こ とが 多い
。

石 造品 に剥離 ・亀裂 が 観察さ れ る場 合 は，そ の 箇所 に エ

ポ キ シ 樹脂等を 充填 して 強化す る。なお，石 材内部 に水

分 が 浸 透 しな い よ うに更に 撥水 剤 を含浸 さ せ る場合もあ

る。そ の よ うな保存処理を行 っ た後 も，基本的に は劣化

原 因 を除去 す る こ とが 石造 品 を保存す る上 で の 第一
条件

とな る。し た が っ て 保存処理 後 も石 造品 に と っ て 良い 保

存環境 を保 つ こ とが 必 要 とな る 。

　（2） 保存処理作業内容

　1） 実物 資料調査 ： 石 造品 の 現在 の 損傷状態 を 確 認

す る た め に ，実物資料 を調査 して ，記録 す る。そ の後，

劣化原 因 を検討 して，保存方針 を決 定 す る 。 保 存処 理 が

必 要 な場合 に は次 の よ うな作業 を行 う。

　 2） 石造 品の 移動 ： 現在 の 保存場所 で は 十 分な 保 存

処 理 が で きな い 場 合，石 造 品 の 移動が 可能 で あ れ ば ，石

造品 を仮補強 し十分養生 して か ら，作業場所 に移動 す る。

　3）　石 材 強 化 含 浸 ： 移 動 した 石 造品 の 損傷状況 を 更

に 詳 し く観察
・
記録す る。損傷状態に 合わせて，石材強

化剤の 選定 を行 う。 石 造品 に付着 した苔や 汚れ等を除去

した後，石 造品内部 の 水分 を除去するた め に，乾燥 した

場所 に数 か 月 保管 して 乾燥 さ せ る。乾燥 後，石材 強 化 剤

の 含 浸 と乾燥作業 を数 回 繰 り返 し行 う。

　4）　亀裂部 ・層状剥離部樹脂補強 ： 石 造 品 に亀裂 ・

層状剥離が観察さ れ る 場 合 は ， そ の 状態 に応 じて適切 な

充填剤を使用 し，充填
・
接着を行 う。

　5） 撥 水 剤 含 浸 ： 保 存 処 理 後 も石 造 品 に 雨 が か か っ

た りす る よ うな 環境 に 石 造品を保存 す る場合 は，水 が 内

部 に 浸透 しな い よ う に撥水剤を石造品に 含浸 す る 。

　6）　石造品搬 入 ・
据付 け ：保存処理完了後，石造品

を所定の 保存場所 に搬 入 し，据付 け を行う。ただ し，上

記 の 保 存処 理 だ け で 完全な 保存 を行 うこ とは 長期的 に 見

て 困難 で あ る と判断 さ れ た 場 合，保存環境の た め に覆屋

等を設 置 す る こ と もあ る 。

　 7） 報告書 の 作成 ： 石造品の 保存処理内容を報告書

捜［ay，1997

に ま とめ ，記録 と して 残 す。
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　 10．6，1 平城京左京三 条二 坊宮跡庭園
11〕・12）

　 こ の庭 園の 園池は幅15m ，延長 50　m で 南北 に細長 く

蛇 行 した 曲 池 で あ る。池の 形 は北側 の 導水部 が頭 部，南

側 の 排水部 が 尾部 で ，突出 した 部分を手足 と み る と龍が

横た わ る形 に 似 て い る 。 園池は 全面 を石 組で 構成 して お

り， 底部 に は20cm 前後 の 玉石 を敷 き並 べ ，その 外側 に

拳大 の 礫 を敷 き 5〜6 度 の 緩い 勾配 で 州浜 を 形成 す る

（口 絵写真
一19）。水深 は 水際 の 立 石 の 中位まで で 20cm

ほ どの浅い 池 で あ る 。 池 へ の 取水は 近 くを 流れ る河川 か

ら導水路 に よ り導 き，一
旦 滞水させ木樋暗渠 に より池 へ

と導 い て い る。木樋暗渠は 5m の 檜 1 木 を 幅12　cm ，深

さ10cm で 凹形 に く り抜 い た もの で 上 に 木蓋 が の る 構造

とな っ て い る。排水 は 池 の 南端 に階段 状に石 を積ん だ溢

流溝 と ， 池 の 水を抜 くた め の 取水部 と同 じ構造 の 木樋暗

渠が池底 に ある。

　 ま た，岸辺 近 くの 池底 に ，上 流 と下流 2 箇所 に 木組

を 設 け て い る。木組 は 底板 を 敷 き，そ の 上 に長 辺 80cm ，

短辺 30cm の 側板 を Z 形 に 組 み 合わ せ ， 箱状 に な っ て

い る。こ れは中に 土を入 れ，水生植物を栽培 した もの か，

曲水宴の 際 の 盃洗に使用 さ れ た も の と考え ら れ て い る。

園池 の 西 に は池 に 付属す る南北棟 の 建物 が あ り，池を近

景 に して 三 笠 山 を は じめ とす る東 の 山 々 を 借 景 と して と

り込んで い る （ロ 絵写真
一20）。

　 10．6，2 整備の基本方針

　（1＞ 現状の ま ま で は 視覚的 に その 内容を知 る こ とが で

き な い た め，復元 的 に整 備 し，国 民 の 意 義 あ る活 用 に供

す る 。

　（2） 古代 を 想起す る場 と して ふ さ わ しい もの とす る と

と も に，古代庭園 に お け る 作庭意匠，技法，雅宴 な どに

つ い て ，体験的 に 理解 で き る場 所 とす る 。

　（3） 園 池 は 遺 構残 存状況，文化財的価値，材質か ら判

断 して ，実物 の 露出展示 が 可能で あ る。こ の場合，欠損

石 を補い ，薬剤等で遺構を補強 す る必要が あ る 。 模造的

手法 に よ る復元は 無理があ り，実物 の露 出展示が望まし

い が，管理 方法 に は 特 に 留意が 望 ま れ る 。

　（4＞ 園池 の 西 側に あ る 礎石 建物南北棟 を実物大で 復元

する
。

こ れ は遺構中最大 規模で あ り ， 園池 に対 す る建物

と して，復元 効果 が期待で きる か らで あ る。た だ し，復

元す る場合，盛土などを行 い ，遣構 を損傷 しない 工 法に

よ り建設 す る 。

　  　庭園空間 の 北側 お よ び東側 を 囲 う木塀 を復元 し，

そ の外周に つ い て は ， 園池へ の 導水施設な ど を地 上 に表

示す る ほ か，盛土 の上 に修景的 な 植栽 を導入 す る。

　  　今回 の 復元 整備 は，園池 を 野外に 実物で 露出展示

し，実際 に 水 を入 れ て 流 れ をつ く る と い う点 に 特徴 が あ

り，園池 の 観賞と古 代行事等の 追 体験 の 場 と して一
般に

公開す る 。

　10．6，3　園池の 露出 ・修復 ・復元

　復元 整備 で は，地 形 造成 ，給
・
排水 計画，建物原寸大
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復元 ，遺構平 面表示，植栽復 元，地形復元 な どが ある が，

こ こ で は 「石 造文 化 財の 保存」 と い う視点 が 主 題 で あ る

の で，以下園池石組復元 に焦点を絞 り解説す る。

　園池 に使用 さ れ て い る石 は 次の 6 種類 で あ る。

　（1＞ 景石 ； 園池 の 要所 に 景致 を醸成 す る た め に 据え ら

れ た 径約50〜100cm の 大 ぶ りの 石 。脆弱 な 褶曲片麻岩

が多 く， 極めて 風化が 著 しい
。 層状剥離や 細 か い 粒子状

崩壊が見 られ，大きな亀裂 の 入 っ て い る もび）もあり，長

期の 露出 に よ り早晩滅失の 危険性 が あ る 。 崩壊の 顕 著 な

もの を 中心 に 合成樹脂 に よ る 保存科学的処理 を 施 し た。

崩壊 して い る もの や ， そ の 危険性の あ る もの は 原 位置に

お い て イ ソ シ ア ネ
ー

ト系合成樹脂を減圧含浸 させ る方法

を用 い ，単に剥離 して い る もの は エ ポキ シ系合成樹脂 に

よ り接着 して い る。また，景石 の 中の 多 くは 直下 の 遺構

面 が盛 り上 が り，こ の 上 に遺 存 して い る。こ の た め ，エ

ポ キ シ 系合成樹脂 と土壌 を 1 ： 5 の 割合で 混合 して 練 っ

た もの を景石裾部 の 目地 に充填 して被膜を つ くる手法 と，

樹脂 を注射器 に よ り裾部 に 注入 して 遺構面 そ の もの を硬

化 させ る手 法 を 併用 して い る。

　（2） 池底 石 ： 園池 の 汀線 に 敷 か れ た 径 10〜30cm の

玉石 。 安 山岩が圧倒的 に多 い 。発掘調査の 結果，園池は

幅約 3m の 蛇行 す る 流路 を ， 奈良時代中期 に埋 め る途

上 で造成 して い る こ とが判明して い る。流路埋 土の 直上

に 池 底 石 を張 り付 け，流 路 両 岸 に茶褐 色 粘 土 で 床 を構築

し，そ の 上 に 護岸石等の 玉 石を据 え つ け る 工 法 で ある。

した が っ て補修
・復元 で は この 工 法 を踏襲 す る必 要があ

る。

　池底石 欠損部の 補充 で は，最初粘土床 の 上 に 石を張 り

つ け，更に 目地に 粘土 を打 ち 込む 工 法 を と っ た が ，遺存

して い る玉 石 との 間 に高低差が 生 じ，水 面 か ら 出 る部分

で は乾燥 に よ っ て 安定性 を 欠 く。その た め 遺構面 に補充

石 をそ の ま ま 張 り付け，目地 に 新たに 粘土を深 く打ち込

む こ と と した。

　（3） 護岸立 石 ： 園池 の 汀線に 1 列 に 立 て 並 べ られ た

池底石 と同様 の 玉 石 。 やや不揃 い の 箇所 もあ るが お お む

ね遺存良好 で あ り，欠損部は少 な い
。 した が っ て 基本的

に 原状をその まま露出する こ と と し，一
部 を補充 し，計

44石 の 修復に と どめ た 。

　  　護岸 玉 石 ：護岸立 石 の 外周 に 張 られ て い る 池底石

と同様の 玉 石 。 残存部 と外周礫敷の 残存部 との位置関係

を考慮 し ， 欠 損部 を推定 して こ の 部分 に 補充 を行 っ た 。

補充の 方法は補充石を直接遺構面 に敷 き並 べ ，こ の 目地

に 茶褐色 の 粘土 を打ち 込 む 工 法 で あ る。

　  　池底礫敷 ：池底石 の 間隙 をぬ っ て局所的 に敷か れ

た 礫敷 。 池尻部と池南端 の 入 江状遺構 の 部分 で は礫を補

充 し， 周辺 の礫 と同径
・
同色の もの を遺構面 に 直接張 り

つ けた。

　   　外周 礫敷 ：護岸玉 石 の さ らに 外側 に地 表 面 保護の

た め に敷 か れ た 礫敷 。 石 本体は チ ャ
ート質 で 硬質 だ が ，

小さい た めはがれやすい とい う難点があ る。礫敷 の すき

間か ら注射器 に よ っ て地表面下約 5cm ま で 樹脂 を 注 入

し，礫を含 め た 遺構面の 硬化 を 図 る こ と と した。さ らに

M

こ の 上 に 平均厚約 10cm の 粘土 床 を 張 り礫 を敷 き つ め た。

護岸玉 石 に接 す る部分 で は 粘土 厚 は 薄 く，園池外周 に 向

うに 従 い 厚 く して ， 周辺 の 地 形造成 勾配 に 合わ せ た 。

10．7 お わ り に

　法隆寺の 壁 画保存 に 端 を 発 した文 化財 の 修復 は，こ の

約半世紀の 間に 修理 用 材料や 施 工 技術の 面 に お い て 相当

な進展 を見 た 。 文化財 の 保存修復 の 難 しさは ，事例 の一

つ
一

つ で 材料条件や こ れを とりま く環境などがすべ て異

な る こ と に あ る 。 した が っ て 医療 と同 じ よ うに，ま ず石

材の 劣化診断を行い ，こ の 診断結果 に 基づ い て 石材 の 改

質や 修復が施 さ れ る こ とに な る 。 さ らに継続的 に維持管

理を行うた めに は，それぞれの 文化 財の 保存や修復処置

を記録 した カ ル テ を作成 す る と と も に，保存管理 計画を

策定 す る 必 要 が あ る。こ う した 貴重 な文化財は，我 々 の

世代の み な ら ず，当然次の 世代も享受す る権利 が あ り，

また その 保存 に 努力する責任を負う。 した が っ て現状 に

お け る保存処置 で は後世 の 処置を妨 げない 配慮が必要 と

な る。そ の 上 で ，現在 の 科学技術 で 成 し得る最良の 処置

を 施 し，次 の 世 代へ と，こ の 文 化 財 を 引 き継 ぐこ とに な

る 。 石造文化財 で は 自然 の 摂理 と して の 風化 を完全 に制

止する こ とはで きな い 。しか し，次世代 で は 保存の ため

の 科学 は よ り発達す る で あ ろ う し，さ らな る画期的 な延

命策 も出現す る もの と考 え られ る。文化財は 長 い 歴史の

中 を 先 人 の 努 力 に よ っ て，受け 継 が れ，維 持 さ れ て きた

もの で あ る。その価値をよりよく保存 し，継承 して い く

た め に は，適切 か つ 周 到 な維持 ・管理 の 不断の努力が必

要 となろ う。
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