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■方針⑤ まちづくりへの貢献を推進する 

歴史的建造物の修景整備などに関しては、都市計画部署が進めている事業を活用することで、良好な景

観形成への誘導を図ります。また、都市計画部署との連携により、景観の魅力をＰＲしていきます。霞ケ

浦・筑波山、全国花火競技大会、レンコンなどの歴史文化遺産の活用を通して地域ブランド力を強化し、

観光や産業振興に貢献していくことで、歴史文化遺産を活かしたまちづくりを推進していきます。 

方針⑤に基づく措置

優れた景観の整備とＰＲ／地域ブランドの強化 

 

 

③方向性３ 歴史文化遺産の保存・活用の仕組みをつくり、様々な連携を推進する 

■方針⑥ 人材の育成を推進する 

歴史文化遺産の保存・活用の担い手を育成するため、歴史講座・体験講座などの多様な学習機会の提供

につとめます。とくに未来を担う子どもたちには、身近な地域に貴重な歴史文化遺産があることに気づい

てもらう郷土教育を推進します。また、講座等に参画する同好会の作品発表の機会や、はたおり伝承者の

活動場所・道具の提供などを通して、活動の支援を実施していきます。 

方針⑥に基づく措置

学習活動の充実／文化財を担う将来の人材育成 

■方針⑦ ネットワークの構築・拡張を推進する 

歴史文化遺産に関わる所有者・伝承者、学校や地域、専門家、民間企業、周辺自治体など多様な団体・

個人、施設が、それぞれの特性を活かしながら連携することで、歴史文化遺産の価値を共有し、地域総が

かりで保存・管理、活用に取り組んでいきます。所有者と地域・市民団体との連携を進めていくなかで、

歴史文化遺産と市民との接点を広げていくことを目指します。 

方針⑦に基づく措置

所有者・地域との連携推進／学校教育・生涯教育との連携推進／市民団体との連携推進／筑波山・霞ケ

浦を舞台とした広域連携の推進 

■方針⑧ 文化財管理基盤の強化を推進する 

文化財所有者・管理者・伝承者の負担を軽減するための修理費補助や活動支援のあり方について検討を

進めます。また、市の登録文化財などの新たな文化財制度や、新たな資金の確保などについても検討し、

幅広い歴史文化遺産の保存・活用に資するよう基盤の強化をはかります。 

方針⑧に基づく措置

新規指定文化財の検討・新制度の創設／所有者・管理者・伝承者への支援と負担軽減／資金確保の検討 
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第５章 歴史文化遺産の保存と活用に係る措置と事業 

 

歴史文化遺産の保存と活用に関する将来像の実現に向け、方向性に基づき取り組むべき事項につい

て、８つの方針と 77 の事業を実施していきます。また、これら事業を効果的に進めていくために、

計画期間の中で重要度の高い事業を中核事業・重点事業として位置づけました。 

なお、各種事業については、事業の内容、新規・継続等の事業区分、財源、推進（連携）体制、事

業期間について示しており、これに基づき取組を実施していくものとします。 

 

１．措置及び事業について 

第４章で整理した課題及び方向性に基づき、歴史文化遺産の保存と活用に関する８つの方針と

具体的な 77 の事業を、計画期間である令和５年度から 14年度（2023～2032）にかけて実行しま

す。それぞれの措置と事業は土浦市の「歴史文化遺産」を特徴づけるものとして、次章の関連文

化財群や文化財保存活用区域と関連を持ちます。 

各事業については、実施主体を掲載していますが、必要に応じてその他の主体との連携・協力

のもと事業を行います。また、市費・県費・国費（文化財補助金・文化芸術振興費補助金・デジ

タル田園都市国家構想交付金等）をはじめ、民間資金等も活用しながら財源の確保に努めます。 

それぞれの事業については、事業の内容、新規・継続等の事業区分、財源、推進（連携）体

制、事業期間について記載しました。なお、推進（連携）体制の詳細については次のとおりで

す。 

表 推進（連携）体制の各種名称と役割 

市 

〇本計画に関係する市役所各部署です。 

土浦市の中で、文化財保護、文化振興、学校教育、生涯学習、観光振興、都市計画、まちづ

くりなどの部局が連携して、歴史文化遺産の保存と活用を進めていきます（市の体制の詳細
については 8-1 を参照）。 

学校・ 

教育機関 

〇市内の学校や、地区公民館・図書館、生涯学習センターなどの生涯学習関係施設です。 

さまざまな学習活動を通じて、土浦市の歴史文化遺産の保存と活用のための理解を進めてい

きます。 
文化財 
所有者・ 
管理者・ 
伝承者 

〇文化財・歴史文化遺産を所有・管理・伝承している関係者です。 

歴史文化遺産の管理・継承のための協力・支援やアドバイス等を行うことで、関係者が歴史

文化遺産の保存・継承を進めやすくしていきます。 

専門家・

専門機関 

〇大学研究室など、市内の歴史文化遺産に対し専門的に調査研究を行っている団体などです。 

市等と連携して歴史文化遺産の調査研究を進めたり、調査研究で得られた成果を活かす機会

を設けたりすることで、土浦市の歴史文化遺産の保存と活用を進めていきます。 

民 

間 

企業 

・ 

団体 

〇土浦市の歴史文化遺産の保存と活用に関わりをもつ、社会的な経済活動を営む企業や、公益

活動を行っている団体です。 

人材やノウハウを活かした歴史文化遺産の保存と活用にかかる活動に参画してもらうこと

で、人材面や資金面の支援者となることや、協働によるイメージアップなどへの波及などが期

待されます。また、歴史文化遺産の保存と活用に活躍する団体を協力・支援することで、活動

の更なる活発化を図ります。 

市民 

・ 

地域 

〇町内会や、市内在住・在勤者などをイメージしています。 

地域団体については、地域のノウハウを活かした活動と連携することで歴史文化遺産の発掘

と継承が期待されます。 

また、一人ひとりが市内の歴史文化遺産に興味・関心を持ち、保存・活用のための事業に参

加していただける方を増やしていきます。 
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２．措置及び事業の内容 

各種事業については以下の通りです。 

  

 

 

 

 

 

方向性１　土浦の優れた歴史文化遺産を見出し、保存を図る

把握調査の継続 1 未指定文化財の把握
土浦城周辺・真鍋・山ノ荘地区以外の歴史的建造物や、土浦藩主・藩
士・町人らに関する歴史資料、近代の記念碑などに関する把握調査を
継続する。

2 重要遺跡の学術調査
筑波大学などと共同して、市内の常名天神山古墳等の調査研究を行う
とともに、市独自でも市内の上縄貝塚や東城寺経塚群等の調査を行
う。

3 無形民俗文化財の調査・研究
祭り・年中行事・信仰など無形民俗文化財の調査を行う。とくに、土
浦市域を特徴づける浜降り・祇園祭、霞ケ浦周辺の生業について調査
を進める。

4 特定テーマ・地域による総合調査
霞ケ浦・山ノ荘など土浦をめぐるテーマを設定し、歴史・考古・民俗
の各視点から調査研究を行い、学際的な成果を発信する。

ジオパーク
学術研究の推進

5 筑波山地域ジオパーク学術部門の活動
ジオパーク活動に専門的な見地から助言する、教育学術部会の事務局
運営を務める。また、学術研究助成金の募集、選考、交付を行う。

6 博物館資料の収集・整理
博物館では歴史・民俗資料、上高津貝塚では考古資料の収集を行う。
あわせて目録や台帳作成、注記等の整理を進め、博物館資料として保
管する。

7
古文書目録の作成・未報告資料の整理と
報告

未報告で、従来活用されてこなかった資料群について、状況を把握
し、年報等で順次資料紹介を行う。展示・研究活動の幅を広げる。

8 「歴史と民俗」映像制作
祭礼や年中行事等の無形民俗文化財、戦時体験の証言等、映像と音声
によって記録保存が図られる資料についてソフトの制作を行う。

9 文化財保存環境の整備
博物館・考古資料館の収蔵庫の適切な維持管理を図る。発掘調査で出
土し続ける考古資料や寄贈が多数に及ぶ民俗資料については、収蔵場
所の確保を検討する。

10 修復・保存処理等の実施
遺跡の発掘調査で出土した脆弱な考古資料や、文化財害虫やカビの被
害の影響を受けた歴史資料や絵画等について、保存や展示に耐えうる
ものとなるよう処置を施したり、複製の製作を行う。

11 文化財カルテの整備
既存の指定文化財保存管理台帳の整理、デジタル化を行うとともに、
修繕等の予定の情報についても把握・整理し、将来に向けた保護の体
制化を図る。

12 文化財巡視・パトロールの実施
市文化財関連部署だけではなく、県教育委員会との共同巡視や文化財
愛護団体の主体的なパトロールを実施する。

13 市所有指定建造物の管理
市が所有・管理する建造物の修繕や定期的な巡視を進めながら、利活
用の基準を定める。

14 建造物保存活用計画の策定
指定文化財・登録文化財建造物について、保存活用計画を策定し、適
切な維持管理・活用を図る。

15 指定史跡の管理
上高津貝塚、土浦城跡及び櫓門、東城寺経塚群、藤原藤房卿遺跡、武
者塚古墳、水戸街道松並木、板谷の一里塚、荒川沖の一里塚等の史跡
を適切に管理する。

16 指定天然記念物の管理
亀城のシイ、真鍋のサクラ等への樹木医による定期的な管理を行い、
必要な場合には樹勢回復事業等を行っていく。

17 大規模災害対応マニュアルの作成
非常時における文化財の状況把握体制の構築と、速やかな復旧をはか
るノウハウを総合する手引きや、博物館施設の対応等を定める。

18 文化財の防犯・防火対策等の充実
文化財への定期的な巡視、地域との連携、所有者との意見交換、文化
財防火デー防火訓練等を継続的に実施する。

埋蔵文化財保護
の充実

19 埋蔵文化財の保護指導
遺跡地図を随時更新し、埋蔵文化財に関する周知を図ると共に、各種
開発・工事等に即応した組織体制を構築し、維持する。

方針 方針に基づく措置

事　　業

No. 事業名 概　  要

学術調査の実施

収集整理・
記録化の推進

博物館資料
保存管理の充実

指定文化財管理
の充実

危機管理対策
の充実

①
遺
産
の
把
握
・
収
集
を
推
進
す
る

②
遺
産
の
適
切
な
保
存
を
推
進
す
る
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２．措置及び事業の内容 

各種事業については以下の通りです。 

  

 

 

 

 

 

方向性１　土浦の優れた歴史文化遺産を見出し、保存を図る

把握調査の継続 1 未指定文化財の把握
土浦城周辺・真鍋・山ノ荘地区以外の歴史的建造物や、土浦藩主・藩
士・町人らに関する歴史資料、近代の記念碑などに関する把握調査を
継続する。

2 重要遺跡の学術調査
筑波大学などと共同して、市内の常名天神山古墳等の調査研究を行う
とともに、市独自でも市内の上縄貝塚や東城寺経塚群等の調査を行
う。

3 無形民俗文化財の調査・研究
祭り・年中行事・信仰など無形民俗文化財の調査を行う。とくに、土
浦市域を特徴づける浜降り・祇園祭、霞ケ浦周辺の生業について調査
を進める。

4 特定テーマ・地域による総合調査
霞ケ浦・山ノ荘など土浦をめぐるテーマを設定し、歴史・考古・民俗
の各視点から調査研究を行い、学際的な成果を発信する。

ジオパーク
学術研究の推進

5 筑波山地域ジオパーク学術部門の活動
ジオパーク活動に専門的な見地から助言する、教育学術部会の事務局
運営を務める。また、学術研究助成金の募集、選考、交付を行う。

6 博物館資料の収集・整理
博物館では歴史・民俗資料、上高津貝塚では考古資料の収集を行う。
あわせて目録や台帳作成、注記等の整理を進め、博物館資料として保
管する。

7
古文書目録の作成・未報告資料の整理と
報告

未報告で、従来活用されてこなかった資料群について、状況を把握
し、年報等で順次資料紹介を行う。展示・研究活動の幅を広げる。

8 「歴史と民俗」映像制作
祭礼や年中行事等の無形民俗文化財、戦時体験の証言等、映像と音声
によって記録保存が図られる資料についてソフトの制作を行う。

9 文化財保存環境の整備
博物館・考古資料館の収蔵庫の適切な維持管理を図る。発掘調査で出
土し続ける考古資料や寄贈が多数に及ぶ民俗資料については、収蔵場
所の確保を検討する。

10 修復・保存処理等の実施
遺跡の発掘調査で出土した脆弱な考古資料や、文化財害虫やカビの被
害の影響を受けた歴史資料や絵画等について、保存や展示に耐えうる
ものとなるよう処置を施したり、複製の製作を行う。

11 文化財カルテの整備
既存の指定文化財保存管理台帳の整理、デジタル化を行うとともに、
修繕等の予定の情報についても把握・整理し、将来に向けた保護の体
制化を図る。

12 文化財巡視・パトロールの実施
市文化財関連部署だけではなく、県教育委員会との共同巡視や文化財
愛護団体の主体的なパトロールを実施する。

13 市所有指定建造物の管理
市が所有・管理する建造物の修繕や定期的な巡視を進めながら、利活
用の基準を定める。

14 建造物保存活用計画の策定
指定文化財・登録文化財建造物について、保存活用計画を策定し、適
切な維持管理・活用を図る。

15 指定史跡の管理
上高津貝塚、土浦城跡及び櫓門、東城寺経塚群、藤原藤房卿遺跡、武
者塚古墳、水戸街道松並木、板谷の一里塚、荒川沖の一里塚等の史跡
を適切に管理する。

16 指定天然記念物の管理
亀城のシイ、真鍋のサクラ等への樹木医による定期的な管理を行い、
必要な場合には樹勢回復事業等を行っていく。

17 大規模災害対応マニュアルの作成
非常時における文化財の状況把握体制の構築と、速やかな復旧をはか
るノウハウを総合する手引きや、博物館施設の対応等を定める。

18 文化財の防犯・防火対策等の充実
文化財への定期的な巡視、地域との連携、所有者との意見交換、文化
財防火デー防火訓練等を継続的に実施する。

埋蔵文化財保護
の充実

19 埋蔵文化財の保護指導
遺跡地図を随時更新し、埋蔵文化財に関する周知を図ると共に、各種
開発・工事等に即応した組織体制を構築し、維持する。

方針 方針に基づく措置

事　　業

No. 事業名 概　  要

学術調査の実施

収集整理・
記録化の推進

博物館資料
保存管理の充実

指定文化財管理
の充実

危機管理対策
の充実

①
遺
産
の
把
握
・
収
集
を
推
進
す
る

②
遺
産
の
適
切
な
保
存
を
推
進
す
る
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前期 中期 後期

文化
振興課

博物館
上高津
貝塚

その他
企業
・

団体

市民
・

地域

令和
５～７
年度

令和
８～10
年度

令和
11～14
年度

1 継続 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
文化財愛護の会・建
築士会支部

〇 〇 〇

2 継続 〇 〇 ◎ 〇 ◎ 筑波大学 〇 〇 〇

3 継続 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 新規 ◎ 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇

5 継続 〇
協議会
負担金

◎ ◎ 〇 ◎ ◎
商工観光課・ジオ
パーク推進協議会

〇 〇 〇

6 継続 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 継続 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 古文書研究会 〇 〇 〇

8 継続 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇

9 継続 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇

10 継続 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 市民ギャラリー 〇 〇 〇

11 継続 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

12 継続 〇 ◎ 〇 ◎ ◎
文化財愛護の会・茨
城県

〇 〇 〇

13 継続 〇 ◎ 〇 〇

14 新規 〇 ◎ ◎ 〇 〇

15 継続 〇 ◎ 〇 ◎ ◎ 〇
都市整備課・各町内
会

〇 〇 〇

16 継続 〇 ◎ 〇 〇 真鍋小・保存会 〇 〇 〇

17 新規 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 防災危機管理課 〇 〇

18 継続 〇 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇
消防本部・文化財愛
護の会

〇 〇 〇

19 継続 〇 事業者 ◎ ◎ 〇 建築指導課 〇 〇 〇

市 民間

事　　業

No.

区 分 財 源 推進（連携）体制 期 間　※2

新規
・

継続

重要度
※1

市費
その他

学校
・

教育
機関

文化財
所有者
管理者
伝承者

専門家
専門
機関
など

その他

　　　備  考
左欄の「専門家・専門機関」
「企業・団体」「地域・市
民」「その他」等に該当する
組織・団体名

− 135 −



5-4 

 方向性２　優れた歴史文化遺産を活用して、土浦市の魅力向上を図る

20 『新編土浦市史』の刊行
市制100周年（令和22年度）に『新編　土浦市史』を刊行することを目
指し、市史編さん事業を継続的に進める。新たな知見をまとめなが
ら、土浦の歴史・文化を総合的に発信し、魅力の向上に努める。

21 博物館ブックレットの刊行
市史編さん事業の成果を分かりやすく発信するため、手に取りやすい
読み物としてのブックレットを定期的に刊行していく。

22 土浦市立博物館メッセージ展示の更新
近年、調査研究が深化したテーマや、新たに収集した資料を盛り込みながら、
総合展示のテーマと内容（メッセージ展示）を刷新する。

23
土浦市立博物館オンラインサービス用機
器の更新

情報ライブラリー検索システム（デジタルアーカイブス）に、いつでもどこか
らでもアクセスできるよう、サーバ更新と検索用ホームページの立上げを行
う。

24
上高津貝塚ふるさと歴史の広場常設展示
の更新

開館後30年を経た設備の更新と、近年の各種調査成果に基づいた展示内容の刷
新を行う。

25 博物館施設の適切な維持管理
長寿命化計画を踏まえながら、空調設備他改修工事等を適切に行い、博物館及
び上高津貝塚ふるさと歴史の広場の維持・管理に努める。

26 文化財説明板の整備
指定文化財を中心に文化財説明板の整備を行っており、今後も継続的に設置・
更新を行う。また、二次元バーコードの記載等によるデジタル化も進める。

27 東城寺経塚群の再整備
県指定史跡の整備として、現況の測量調査、説明看板の刷新、史跡指定範囲の
杭の交換等を行う。

28 周辺環境を含めた上高津貝塚の再整備
史跡周辺部に対して範囲拡大を目的とした学術調査や、史跡内既存設備の再整
備の検討（文化庁折衝、史跡整備計画の策定等）を行う。

29 土浦城跡の整備
土浦城址整備基本計画にて未実施の事業について事業化を図る。また、計画の見直し（保
存活用計画策定）を行う。ＶＲ・ＡＲ等の新たな整備手法も検討する。

30 歴史的建造物の整備・活用
一色家住宅主屋、郁文館の正門、矢口家住宅、旧大徳呉服店等、未活用の指定
文化財を中心に歴史的建造物の整備・活用を図り、また魅力をＰＲし、所有者
や地域の理解を深める。

31
指定文化財・博物館収蔵資料オンライン
公開の拡充

博物館資料のオンライン検索の充実等により、多様な資料の情報発信を進め
る。また、文化財ＰＲ動画やフリー画像の公開も検討していく。

32
国宝・重文「土屋家の刀剣」コレクショ
ン・「武者塚古墳出土品」の魅力発信

国指定文化財の定期的な公開や情報発信をとおして、土浦の誇るべき文化財を
広く周知していく。

33
文化財保護事業、博物館・上高津貝塚開
催事業等の積極的な情報発信

文化財ポータルサイトの開設等により、文化財関連事業や博物館・上高津貝塚
における開催事業等について積極的な情報発信を図る。

34 筑波山地域ジオパーク情報の発信
ＨＰやＳＮＳを積極的に活用して、筑波山地域の地形や岩石等の情報発信を進
めていく。

35
博物館・上高津貝塚の特別展・企画展、
市民ギャラリー自主展の開催

最新の資料収集・調査研究活動の成果をもとに、魅力ある特別展・企画展等を
開催していく。あわせて、展示図録・パンフレットも刊行する。

36
土浦城と城下町、藩士と商人の文化の周
知

藩主・藩士・町人らに関する資料の収集・調査研究を進め、定期的な展示公開
を通して、城下町ならではの人々の交流や文化の醸成があったことをPRしてい
く。

37 多言語化への対応
各種パンフレットや展示解説において、英語を中心とした多言語化を図り、本
市に在住している外国人や外国人観光客の文化財への理解を深める。

38
近代の歴史文化遺産（教育・空都関係）
の再発見

土浦の近代化を支えた文化遺産のうち、教育分野と空都（海軍航空隊）関係資
料の調査研究を重点的に進め、郷土教育や博物館活動等でその成果を還元す
る。

39 「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合活用
総合調査事業の結果をわかりやすく周知するため、映像の上映会やシンポジウ
ムを開催する。

40 サイクルツーリズムへの文化財の活用
つくば霞ヶ浦りんりんロードを軸として、文化財周遊のモデルコース提案や
マップ作製を行う。

41
歴史的風致維持向上計画との連携（予
定）

策定予定の歴史的風致維持向上計画と連携し、歴史的建造物の活用など歴史を
核としたまちづくりを推進する。

42 景観整備事業
景観条例・景観計画に基づき、良好な景観形成に向けた誘導を図る。また、協
働のまちづくりファンド事業を活用し、修景整備を進める。

43 優れた文化的景観の発掘とＰＲ
ハス田、霞ケ浦の帆引網漁、山ノ荘の風景、宍塚大池等、地域における生活や
生業、歴史的背景により形成された文化的景観に関し、保存調査やＰＲを行
う。

44 「土浦の花火」ブランド力の強化
土浦の貴重な歴史文化遺産であり、空都土浦を代表するイベントである「土浦
の花火」について、展示紹介等により一層のブランド力の強化を図る。

45
水郷つちうら、土浦のサクラの情報発
信、ブランド力強化

霞ケ浦や帆引船、湖畔の町としての「水郷つちうら」、桜川や土浦城跡、筑波
山麓における「土浦のサクラ」のブランド力強化を図る。

46
東城寺・小野越ハイキングルートのブラ
ンド力強化

山ノ荘地域に散在する多様な文化財へのアクセスを向上させることで、ハイキ
ングルートのブランド力強化を図る。

47 食文化・特産品のＰＲ、振興
醤油・カレー・蓮根・佃煮・そば・グラジオラス等の食文化・特産品のＰＲや
振興を図る。

方針 方針に基づく措置

事　　業

No. 事業名 概　  要

③市史の
情報発信
を推進す

る

土浦市史編さんの
成果に基づく

土浦の魅力発信

博物館施設の整備

史跡・建造物等の
活用に向けた整備

歴史文化遺産の
魅力磨き上げ

⑤
ま
ち
づ
く
り
へ
の
貢
献
を
推
進
す
る

優れた景観の
整備とＰＲ

地域ブランドの強化

④
地
域
の
魅
力
向
上
を
推
進
す
る 歴史文化遺産の

情報発信
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 方向性２　優れた歴史文化遺産を活用して、土浦市の魅力向上を図る

20 『新編土浦市史』の刊行
市制100周年（令和22年度）に『新編　土浦市史』を刊行することを目
指し、市史編さん事業を継続的に進める。新たな知見をまとめなが
ら、土浦の歴史・文化を総合的に発信し、魅力の向上に努める。

21 博物館ブックレットの刊行
市史編さん事業の成果を分かりやすく発信するため、手に取りやすい
読み物としてのブックレットを定期的に刊行していく。

22 土浦市立博物館メッセージ展示の更新
近年、調査研究が深化したテーマや、新たに収集した資料を盛り込みながら、
総合展示のテーマと内容（メッセージ展示）を刷新する。

23
土浦市立博物館オンラインサービス用機
器の更新

情報ライブラリー検索システム（デジタルアーカイブス）に、いつでもどこか
らでもアクセスできるよう、サーバ更新と検索用ホームページの立上げを行
う。

24
上高津貝塚ふるさと歴史の広場常設展示
の更新

開館後30年を経た設備の更新と、近年の各種調査成果に基づいた展示内容の刷
新を行う。

25 博物館施設の適切な維持管理
長寿命化計画を踏まえながら、空調設備他改修工事等を適切に行い、博物館及
び上高津貝塚ふるさと歴史の広場の維持・管理に努める。

26 文化財説明板の整備
指定文化財を中心に文化財説明板の整備を行っており、今後も継続的に設置・
更新を行う。また、二次元バーコードの記載等によるデジタル化も進める。

27 東城寺経塚群の再整備
県指定史跡の整備として、現況の測量調査、説明看板の刷新、史跡指定範囲の
杭の交換等を行う。

28 周辺環境を含めた上高津貝塚の再整備
史跡周辺部に対して範囲拡大を目的とした学術調査や、史跡内既存設備の再整
備の検討（文化庁折衝、史跡整備計画の策定等）を行う。

29 土浦城跡の整備
土浦城址整備基本計画にて未実施の事業について事業化を図る。また、計画の見直し（保
存活用計画策定）を行う。ＶＲ・ＡＲ等の新たな整備手法も検討する。

30 歴史的建造物の整備・活用
一色家住宅主屋、郁文館の正門、矢口家住宅、旧大徳呉服店等、未活用の指定
文化財を中心に歴史的建造物の整備・活用を図り、また魅力をＰＲし、所有者
や地域の理解を深める。

31
指定文化財・博物館収蔵資料オンライン
公開の拡充

博物館資料のオンライン検索の充実等により、多様な資料の情報発信を進め
る。また、文化財ＰＲ動画やフリー画像の公開も検討していく。

32
国宝・重文「土屋家の刀剣」コレクショ
ン・「武者塚古墳出土品」の魅力発信

国指定文化財の定期的な公開や情報発信をとおして、土浦の誇るべき文化財を
広く周知していく。

33
文化財保護事業、博物館・上高津貝塚開
催事業等の積極的な情報発信

文化財ポータルサイトの開設等により、文化財関連事業や博物館・上高津貝塚
における開催事業等について積極的な情報発信を図る。

34 筑波山地域ジオパーク情報の発信
ＨＰやＳＮＳを積極的に活用して、筑波山地域の地形や岩石等の情報発信を進
めていく。

35
博物館・上高津貝塚の特別展・企画展、
市民ギャラリー自主展の開催

最新の資料収集・調査研究活動の成果をもとに、魅力ある特別展・企画展等を
開催していく。あわせて、展示図録・パンフレットも刊行する。

36
土浦城と城下町、藩士と商人の文化の周
知

藩主・藩士・町人らに関する資料の収集・調査研究を進め、定期的な展示公開
を通して、城下町ならではの人々の交流や文化の醸成があったことをPRしてい
く。

37 多言語化への対応
各種パンフレットや展示解説において、英語を中心とした多言語化を図り、本
市に在住している外国人や外国人観光客の文化財への理解を深める。

38
近代の歴史文化遺産（教育・空都関係）
の再発見

土浦の近代化を支えた文化遺産のうち、教育分野と空都（海軍航空隊）関係資
料の調査研究を重点的に進め、郷土教育や博物館活動等でその成果を還元す
る。

39 「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合活用
総合調査事業の結果をわかりやすく周知するため、映像の上映会やシンポジウ
ムを開催する。

40 サイクルツーリズムへの文化財の活用
つくば霞ヶ浦りんりんロードを軸として、文化財周遊のモデルコース提案や
マップ作製を行う。

41
歴史的風致維持向上計画との連携（予
定）

策定予定の歴史的風致維持向上計画と連携し、歴史的建造物の活用など歴史を
核としたまちづくりを推進する。

42 景観整備事業
景観条例・景観計画に基づき、良好な景観形成に向けた誘導を図る。また、協
働のまちづくりファンド事業を活用し、修景整備を進める。

43 優れた文化的景観の発掘とＰＲ
ハス田、霞ケ浦の帆引網漁、山ノ荘の風景、宍塚大池等、地域における生活や
生業、歴史的背景により形成された文化的景観に関し、保存調査やＰＲを行
う。

44 「土浦の花火」ブランド力の強化
土浦の貴重な歴史文化遺産であり、空都土浦を代表するイベントである「土浦
の花火」について、展示紹介等により一層のブランド力の強化を図る。

45
水郷つちうら、土浦のサクラの情報発
信、ブランド力強化

霞ケ浦や帆引船、湖畔の町としての「水郷つちうら」、桜川や土浦城跡、筑波
山麓における「土浦のサクラ」のブランド力強化を図る。

46
東城寺・小野越ハイキングルートのブラ
ンド力強化

山ノ荘地域に散在する多様な文化財へのアクセスを向上させることで、ハイキ
ングルートのブランド力強化を図る。

47 食文化・特産品のＰＲ、振興
醤油・カレー・蓮根・佃煮・そば・グラジオラス等の食文化・特産品のＰＲや
振興を図る。

方針 方針に基づく措置

事　　業

No. 事業名 概　  要

③市史の
情報発信
を推進す

る

土浦市史編さんの
成果に基づく

土浦の魅力発信

博物館施設の整備

史跡・建造物等の
活用に向けた整備

歴史文化遺産の
魅力磨き上げ

⑤
ま
ち
づ
く
り
へ
の
貢
献
を
推
進
す
る

優れた景観の
整備とＰＲ

地域ブランドの強化

④
地
域
の
魅
力
向
上
を
推
進
す
る 歴史文化遺産の

情報発信

前期 中期 後期

文化
振興課

博物館
上高津
貝塚

その他
企業
・

団体

市民
・

地域

令和
５～７
年度

令和
８～10
年度

令和
11～14
年度

20 新規 〇 〇 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 〇

21 継続 〇 販売料 ◎ 〇 〇 〇

22 新規 〇 ◎ 〇 〇 〇

23 新規 〇 ◎ 〇

24 新規 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 〇

25 新規 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

26 継続 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇

27 新規 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇

28 新規 〇 〇 ◎ 〇 〇

29 継続 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇
広報広聴課・商工観光課・
都市整備課 〇 〇 〇

30 新規 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 〇 商工観光課、観光協会 〇 〇 〇

31 継続 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇

32 継続 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

33 継続 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 広報広聴課・記者クラブ 〇 〇 〇

34 継続 〇
協議会
負担金 〇 ◎ ◎ ◎

商工観光課・ジオパーク推
進協議会 〇 〇 〇

35 継続 〇
入館料
販売料 ◎ ◎ ◎ 〇 市民ギャラリー 〇 〇 〇

36 継続 〇 参加費 〇 ◎ 〇 〇 〇
商工観光課・都市計画課・
観光協会・観光ボランティ
アガイド

〇 〇 〇

37 新規 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 市民活動課 〇 〇 〇

38 継続 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 ○

39 新規 〇 〇 参加費 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇
商工観光課・観光協会・ラ
クスマリーナ

○ ○

40 新規 〇 〇 ◎ 〇 政策企画課・商工観光課 〇 〇

41 新規 〇 ◎ 〇 〇 ◎ 〇 都市計画課 〇 〇 〇

42 継続 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇
都市計画課・建築士会支
部・土浦界隈まちづくり研
究会

〇 〇 〇

43 継続 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇
商工観光課・農林水産課・
都市計画課・観光協会 〇

44 継続 〇 〇 ◎ ◎
商工観光課・観光協会・商
工会議所・実行委員会 〇

45 継続 〇 〇 ◎ ◎ 〇
広報広聴課・商工観光課・
観光協会 〇 〇 〇

46 新規 〇 〇 ◎ 商工観光課・小町の館 〇

47 継続 〇 〇 〇 ◎ ◎
商工観光課・農林水産課・
観光協会・商工会議所 〇 〇 〇

市 民間

その他

　備  考
左欄の「専門家・専門機関」
「企業・団体」「地域・市
民」「その他」等に該当する
組織・団体名

事　　業

No.

区 分 財 源 推進（連携）体制 期 間　※2

新規
・

継続

重要度
※1

市費
その他

学校
・

教育
機関

文化財
所有者
管理者
伝承者

専門家
専門
機関
など
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方向性３　歴史文化遺産の保存・活用の仕組みをつくり、様々な連携を図る

48 歴史講座の開催
特別展・企画展に伴う講座や、学芸員によるミュージアムセミナー・館長講座
等を開催する。また、同好会や市民団体と連携し、体験型のイベントを企画す
る。

49 同好会の育成・指導
上高津貝塚土器づくりの会、古代織研究会の活動について、人的な支援や情報
の提供、活動場所の提供等を行う。

50 はたおり技術伝承者の育成
はたおり同好会について、活動場所や道具の提供などを支援し、技術の継承を
図っていく。

51 伝統文化子ども教室の開催
次世代を担う子どもたちが民俗芸能、日本舞踊、茶道、将棋などの伝統文化に
関する活動を体験・修得する「伝統文化子ども教室」を開催する。

52 郷土教育の充実
子ども郷土研究、出前授業の実施を継続する。加えて学校・教育機関との連携
を強化し、郷土教育をより充実させ、地域の文化財を支える人材を育成する。

53 文化財曝涼・公開の実施
普段は見ることのできない貴重な文化財を、虫干し（曝涼）を兼ねて特別に公
開する「集中曝涼」の開催を検討する。また、市民の参画を得て実施し、文化
財への意識の醸成を図る。

54 文化財防火デー防火訓練の実施
毎年、文化財防火デーにあわせて実施している文化財防火訓練を引き続き地域
住民や小学生との協働により実施していくとともに、ＰＲの強化を図る。

55 校外学習との連携
小学校３年生（市立博物館）と６年生（考古資料館）の見学を受け入れ、学校
教育に貢献する。

56 文化施設連携展の開催
博物館、考古資料館、市民ギャラリー、図書館の4館で連携し、共通テーマで
の巡回展等を行う。

57 いきいき出前講座等の実施
「いきいき出前講座」における「ふるさとの歴史再発見」「古代人の技術に挑
戦（勾玉づくり体験）」「遺跡から学ぶ土浦の歴史」等を開催する。

58
地区公民館・生涯学習センター等講座と
の連携

地区公民館や県南生涯学習センター等と連携し、講座を開催する。

59
文化財愛護・普及啓発に関わる市民団体
との連携・支援

文化財愛護の会や観光ボランティアガイドなど文化財の愛護・普及啓発に関
わっている団体と連携し、情報提供や活動の周知などについて支援・協力を行
う。

60
歴史文化資源を活かしたまちづくり事業、児童・
生徒向け事業を行っている団体との連携

青年会議所、ＮＰＯ法人まちづくり活性化土浦、我がまちの絵画展、郷土かる
た、選書会等の団体との連携を行う。

61
個別文化財の保存・活用に関わる事業を
行っている団体との連携・支援

真鍋のサクラ保存会や刻の太鼓保存会など、個別の文化財について保存・活用
に関わる事業を実施している団体と連携し、情報提供や情報発信等の支援を行
う。

62 土浦薪能との連携・支援
土浦城跡において行われ、土浦の秋の風物詩として定着している「土浦薪能」
について、運営団体である土浦薪能倶楽部と連携し、財政的な支援を引き続き
行う。

63 土浦市文化祭との連携・支援
半世紀にわたって地域の文化芸術のために開催されている「土浦市文化祭」に
ついて、運営団体である土浦市文化協会と連携し、財政的な支援を引き続き行
う。

64 土浦市展の開催
県内でもっとも歴史のある市民公募型美術展「土浦市展」について、土浦市美
術展委員会・同運営協議会と連携しながら、市民の芸術文化の公開を継続す
る。

65 ヘリテージマネージャーとの連携
ヘリテージマネージャー（いばらき地域文化財専門技術者）との連携を図り、
歴史的建造物について調査の実施や活用の検討を行っていく。

66 (一財)関東電気保安協会との連携 毎年実施している文化財建造物の漏電診断を今後も継続して行っていく。

67 地元企業との連携
老舗や特産品を扱う企業等との連携を図り、地域の歴史の発掘やＰＲについて
検討する。

68
筑波山地域ジオパーク活動に関する広域
連携

教育学術部会の事務局を務めるとともに、ジオツアーなどのジオパーク活動に
協力し、活用を推進する。

69
つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ
広域連携

サイクリングロード沿いに隣接するつくば市やかすみがうら市等と連携し、他
市の文化財との周遊を促進する。

70
歴史文化遺産を活かすための近隣市町村
の博物館・教育委員会との連携

霞ケ浦の帆引網漁の技術や、霞ケ浦沿岸の貝塚や古墳、海軍航空隊といった歴
史文化遺産について、近隣市町村と連携や共同研究を検討する。

71
新規指定文化財・登録文化財の検討・調
査

所有者・管理者の意向があるものについて、国・県・市指定文化財への指定、
国登録文化財への登録を進めていく。

72 市登録文化財制度の創設
文化財保護法に位置付けられた、市登録制度について創設を行い、貴重な文化
財の保護を進めていく。

73 文化財修理費等補助
指定文化財に対し行っている修理費等への補助を今後も行い、指定文化財の適
切な保護を図る。

74 文化財管理者支援制度の創設
建造物等の指定文化財・登録文化財の管理者に対する支援制度を創設し、適切
な保存と活用を支援する。

75 民俗芸能や祭礼伝承者への支援
本市に残る指定無形民俗文化財の保存団体に対して補助を行う。また国や民間
の補助制度の活用についても適宜検討を図っていく。

76 ミュージアムグッズ等の企画・販売 ミュージアムグッズ等の企画・販売により、博物館運営費用の確保を図る。

77
文化振興基金の計画的な運用、クラウド
ファンディングの導入検討

施設の修繕・利活用等に対して、文化振興基金の計画的な運用や、クラウド
ファンディングの導入により、資金の確保を図る。

方針 方針に基づく措置

事　　業

No. 事業名 概　  要

⑥
人
材
の
育
成
を
推
進
す
る

学習活動の充実

歴史文化遺産を担う
将来の人材の育成

所有者・地域
との連携推進

学校教育・生涯学習
との連携推進

市民団体
との連携推進

専門家、民間企業等
との連携推進

筑波山・霞ケ浦を
舞台とした

広域連携の推進

新規指定文化財の
検討・新制度の創設

所有者・管理者・伝承
者への支援と負担軽減

資金確保の検討

⑦
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
・
拡
張
を
推
進
す
る

⑧
文
化
財
管
理
基
盤
の
強
化
を
推
進
す
る
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方向性３　歴史文化遺産の保存・活用の仕組みをつくり、様々な連携を図る

48 歴史講座の開催
特別展・企画展に伴う講座や、学芸員によるミュージアムセミナー・館長講座
等を開催する。また、同好会や市民団体と連携し、体験型のイベントを企画す
る。

49 同好会の育成・指導
上高津貝塚土器づくりの会、古代織研究会の活動について、人的な支援や情報
の提供、活動場所の提供等を行う。

50 はたおり技術伝承者の育成
はたおり同好会について、活動場所や道具の提供などを支援し、技術の継承を
図っていく。

51 伝統文化子ども教室の開催
次世代を担う子どもたちが民俗芸能、日本舞踊、茶道、将棋などの伝統文化に
関する活動を体験・修得する「伝統文化子ども教室」を開催する。

52 郷土教育の充実
子ども郷土研究、出前授業の実施を継続する。加えて学校・教育機関との連携
を強化し、郷土教育をより充実させ、地域の文化財を支える人材を育成する。

53 文化財曝涼・公開の実施
普段は見ることのできない貴重な文化財を、虫干し（曝涼）を兼ねて特別に公
開する「集中曝涼」の開催を検討する。また、市民の参画を得て実施し、文化
財への意識の醸成を図る。

54 文化財防火デー防火訓練の実施
毎年、文化財防火デーにあわせて実施している文化財防火訓練を引き続き地域
住民や小学生との協働により実施していくとともに、ＰＲの強化を図る。

55 校外学習との連携
小学校３年生（市立博物館）と６年生（考古資料館）の見学を受け入れ、学校
教育に貢献する。

56 文化施設連携展の開催
博物館、考古資料館、市民ギャラリー、図書館の4館で連携し、共通テーマで
の巡回展等を行う。

57 いきいき出前講座等の実施
「いきいき出前講座」における「ふるさとの歴史再発見」「古代人の技術に挑
戦（勾玉づくり体験）」「遺跡から学ぶ土浦の歴史」等を開催する。

58
地区公民館・生涯学習センター等講座と
の連携

地区公民館や県南生涯学習センター等と連携し、講座を開催する。

59
文化財愛護・普及啓発に関わる市民団体
との連携・支援

文化財愛護の会や観光ボランティアガイドなど文化財の愛護・普及啓発に関
わっている団体と連携し、情報提供や活動の周知などについて支援・協力を行
う。

60
歴史文化資源を活かしたまちづくり事業、児童・
生徒向け事業を行っている団体との連携

青年会議所、ＮＰＯ法人まちづくり活性化土浦、我がまちの絵画展、郷土かる
た、選書会等の団体との連携を行う。

61
個別文化財の保存・活用に関わる事業を
行っている団体との連携・支援

真鍋のサクラ保存会や刻の太鼓保存会など、個別の文化財について保存・活用
に関わる事業を実施している団体と連携し、情報提供や情報発信等の支援を行
う。

62 土浦薪能との連携・支援
土浦城跡において行われ、土浦の秋の風物詩として定着している「土浦薪能」
について、運営団体である土浦薪能倶楽部と連携し、財政的な支援を引き続き
行う。

63 土浦市文化祭との連携・支援
半世紀にわたって地域の文化芸術のために開催されている「土浦市文化祭」に
ついて、運営団体である土浦市文化協会と連携し、財政的な支援を引き続き行
う。

64 土浦市展の開催
県内でもっとも歴史のある市民公募型美術展「土浦市展」について、土浦市美
術展委員会・同運営協議会と連携しながら、市民の芸術文化の公開を継続す
る。

65 ヘリテージマネージャーとの連携
ヘリテージマネージャー（いばらき地域文化財専門技術者）との連携を図り、
歴史的建造物について調査の実施や活用の検討を行っていく。

66 (一財)関東電気保安協会との連携 毎年実施している文化財建造物の漏電診断を今後も継続して行っていく。

67 地元企業との連携
老舗や特産品を扱う企業等との連携を図り、地域の歴史の発掘やＰＲについて
検討する。

68
筑波山地域ジオパーク活動に関する広域
連携

教育学術部会の事務局を務めるとともに、ジオツアーなどのジオパーク活動に
協力し、活用を推進する。

69
つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ
広域連携

サイクリングロード沿いに隣接するつくば市やかすみがうら市等と連携し、他
市の文化財との周遊を促進する。

70
歴史文化遺産を活かすための近隣市町村
の博物館・教育委員会との連携

霞ケ浦の帆引網漁の技術や、霞ケ浦沿岸の貝塚や古墳、海軍航空隊といった歴
史文化遺産について、近隣市町村と連携や共同研究を検討する。

71
新規指定文化財・登録文化財の検討・調
査

所有者・管理者の意向があるものについて、国・県・市指定文化財への指定、
国登録文化財への登録を進めていく。

72 市登録文化財制度の創設
文化財保護法に位置付けられた、市登録制度について創設を行い、貴重な文化
財の保護を進めていく。

73 文化財修理費等補助
指定文化財に対し行っている修理費等への補助を今後も行い、指定文化財の適
切な保護を図る。

74 文化財管理者支援制度の創設
建造物等の指定文化財・登録文化財の管理者に対する支援制度を創設し、適切
な保存と活用を支援する。

75 民俗芸能や祭礼伝承者への支援
本市に残る指定無形民俗文化財の保存団体に対して補助を行う。また国や民間
の補助制度の活用についても適宜検討を図っていく。

76 ミュージアムグッズ等の企画・販売 ミュージアムグッズ等の企画・販売により、博物館運営費用の確保を図る。

77
文化振興基金の計画的な運用、クラウド
ファンディングの導入検討

施設の修繕・利活用等に対して、文化振興基金の計画的な運用や、クラウド
ファンディングの導入により、資金の確保を図る。

方針 方針に基づく措置

事　　業

No. 事業名 概　  要

⑥
人
材
の
育
成
を
推
進
す
る

学習活動の充実

歴史文化遺産を担う
将来の人材の育成

所有者・地域
との連携推進

学校教育・生涯学習
との連携推進

市民団体
との連携推進

専門家、民間企業等
との連携推進

筑波山・霞ケ浦を
舞台とした

広域連携の推進

新規指定文化財の
検討・新制度の創設

所有者・管理者・伝承
者への支援と負担軽減

資金確保の検討

⑦
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
・
拡
張
を
推
進
す
る

⑧
文
化
財
管
理
基
盤
の
強
化
を
推
進
す
る

5-7  

前期 中期 後期

文化
振興課

博物館
上高津
貝塚

その他
企業
・

団体

市民
・

地域

令和
５～７
年度

令和
８～10
年度

令和
11～14
年度

48 継続 〇 参加費 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇

49 継続 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇

50 継続 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇

51 継続 〇 国補助 〇 〇 〇 ◎ 〇 各団体 〇 〇 〇

52 継続 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 ◎ 〇
指導課・ジオパーク推進協
議会 〇 〇 〇

53 新規 〇 ◎ ◎ ◎ 団体等 〇

54 継続 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 消防本部・文化財愛護の会 〇 〇 〇

55 継続 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇

56 継続 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 市民ギャラリー・図書館 〇 〇

57 継続 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ 生涯学習課 〇 〇 〇

58 継続 〇 参加費 〇 ◎ ◎ ◎ 〇
地区公民館・生涯学習館・
県南生涯学習センター 〇 〇 〇

59 継続 〇 〇
会費・
協賛金 ◎ 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

60 継続 〇
各団体
運営費 〇 〇 〇 〇 ◎

政策企画課・市民活動課・
都市計画課・生涯学習課・
各団体

〇 〇 〇

61 継続 〇
各団体
運営費 〇 〇 ◎ 各団体 〇 〇 〇

62 継続 〇 販売料 ◎ ◎ 土浦薪能倶楽部 〇 〇 〇

63 継続 〇
各団体
運営費 ◎ 〇 ◎ 文化協会 〇 〇 〇

64 継続 〇 ◎ 〇 ◎ 市展委員会 〇 〇 〇

65 継続 ◎ ◎ ◎ 建築士会 〇 〇 〇

66 継続 ◎ ◎ 関東電気保安協会 〇 〇 〇

67 継続 ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 商工観光課・商工会議所 〇

68 継続 〇
協議会
負担金 〇 ◎ ◎

商工観光課・ジオパーク構
成市町村 〇 〇 〇

69 新規 〇 ◎ 〇 ◎
政策企画課・りんりんロー
ド沿線市町村 〇 〇 〇

70 継続 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
近隣市町村（博物館・教育
委員会） 〇 〇 〇

71 継続 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 文化財保護審議会 〇 〇 〇

72 新規 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 文化財保護審議会 〇

73 継続 〇 ◎ 〇 ◎ 国・茨城県 〇 〇 〇

74 新規 〇 〇 ◎ 〇 〇

75 継続 〇
国・民
間補助 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

76 継続 〇 ◎ ◎ 〇 〇 観光協会 〇 〇 〇

77 新規 〇 ◎ 〇 〇 ◎ 〇 各事業者 〇

市 民間

事　　業

No.

区 分 財 源 推進（連携）体制 期 間　※2

新規
・

継続

重要度
※1

市費
その他

学校
・

教育
機関

文化財
所有者
管理者
伝承者

専門家
専門
機関
など

その他

　　　備  考
左欄の「専門家・専門機関」
「企業・団体」「地域・市
民」「その他」等に該当する
組織・団体名
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5-8 

３．重点・中核事業と評価指標 

前項で示した 77 事業のうち、特に調査研究を推進していく必要があるもの、観光や地域振興

など他分野と関連し取組の相乗効果が期待できるもの等については、保存・活用を今後推進して

いくための基盤となる 17 の中核事業として位置づけ、さらに、各方向性を牽引する重要度の高

い中核事業を６つの重点事業としました。 

なお、これら事業を計画的に進めていくため、進捗管理の方法として、評価指標を設けます。

(次頁表参照) 

 

表 本計画における重点・中核事業の整理 

重要度 ◎：重点事業（中核事業兼） 〇：中核事業 

方向性 

事    業 

重要度 No. 事 業 名 
期  間 評価 

指標 前期 中期 後期 

１ 土浦の優れた歴史

文化遺産を見出し、

保存を図る 

〇 ２ 重要遺跡の学術調査 〇 〇 〇 オ 

◎ ４ 特定テーマ・地域による総合調査  〇 〇 オ 

２ 優れた歴史文化遺

産を活用して、土浦

市の魅力向上を図る 

〇 20 『新編土浦市史』の刊行 〇 〇 〇 キ 

◎ 24 
上高津貝塚ふるさと歴史の広場 

常設展示の更新 
〇 〇  ウ 

〇 25 博物館施設の適切な維持・管理 〇 〇 〇 イウ 

〇 28 周辺環境を含めた上高津貝塚の再整備   〇 ウ 

◎ 29 土浦城跡の整備 〇 〇 〇 エ 

◎ 30 歴史的建造物の整備・活用 〇 〇 〇 オ 

〇 31 
指定文化財・博物館収蔵資料の 

オンライン公開の拡充 
〇 〇 〇 ア 

◎ 38 
近代の歴史文化遺産（教育・空都関係）

の再発見 
  〇 イ 

〇 39 「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合活用 〇 〇  ケ 

〇 40 サイクルツーリズムへの文化財の活用  〇 〇 ケ 

〇 43 優れた文化的景観の発掘とＰＲ   〇 ケ 

３ 歴史文化遺産の保

存活用の仕組みをつ

くり、様々な連携を

図る 

◎ 52 郷土教育の充実 〇 〇 〇 ク 

〇 59 
文化財愛護・普及啓発に関わる 

市民団体との連携・支援 
〇 〇 〇 カ 

〇 72 市登録文化財制度の創設  〇  オ 

〇 74 文化財管理者支援制度の創設 〇   カ 

 

  

5-9 

評価指標の内容については、以下の表の通りとします。 

 

表 評価指標 

評価指標 根拠 
備   考 

※根拠となる施策または事業名と目的 

ア 
ホームページへの 

アクセス数 
教育行政方針 

[博物館施設等の整備と活用] 

博物館施設等の整備と活用に努め、来館者と収蔵資料にとって安全

で快適な施設を維持する。 

イ 
市立博物館の 

利用者数 
教育行政方針 

[博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場活動の充実] 

郷土の考古・歴史・民俗に関する資料を調査・収集し、適切な保存・

管理に努める。また、市民の歴史や文化への意識の高揚を図るため、

収集した資料を積極的に公開し、調査研究成果を反映させたより魅

力ある展覧会等の開催に努める。 
ウ 

上高津貝塚の 

利用者数 
教育行政方針 

エ 
土浦城東櫓の 

利用者数 
教育行政方針 

[「土浦城跡および櫓門」の保存管理と整備] 

茨城県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」の理解を深め、史跡の価値を向

上させるため、同史跡及び史跡内に所在する文化財について適切な

保存管理・整備を進める。 

オ 

指定文化財等調

査・研究、保護・

保存、普及啓発に

関する事業数 

教育行政方針 

[指定文化財等の調査・研究、普及啓発及び保護・保存] 

文化財の保護・保存を進めるため、指定文化財・選択文化財・登録文

化財等の現状調査及び指定候補文化財の調査・研究、及び文化財保

護意識の普及啓発を進める。 

カ 

文化財所有者・管

理者・保護活動団

体等支援数 

教育行政方針 

[文化財所有者・管理者・伝承者及び文化財保護活動団体への支援] 

文化財の保存・継承、文化財保護意識の高揚と普及啓発を進めるた

め、所有者・管理者、伝承者（団体）、文化財愛護活動団体に対し適

切な支援を行う。 

キ 
土浦ミュージアム

セミナー参加者数 
教育行政方針 

[歴史資料の調査研究] 

歴史資料の調査研究を、市史編さん事業として進めます。資料集や

目録、紀要などを刊行し、情報発信に努めます。また、その成果を一

般向けの講座（土浦ミュージアムセミナー）で紹介することで、市民

の郷土への愛着や文化財への理解を深めます。 

ク 
校外学習等 

参加校数 
教育行政方針 

[学校教育との連携] 

土浦市域の歴史と文化についての理解を深めるため、校外学習や出

前授業を実施し、博物館実習や、職場体験の場を提供します。 

・校外学習 ・子ども郷土研究・博物館実習 ・郷土教育の推進（出前

授業）・職場体験 

ケ 
土浦市全体の 

観光入込客数 

第９次土浦市総

合計画 

[リーディングプロジェクト２  

未来につなげる「地域の宝」を生かしたまちづくり] 

自然環境や歴史文化等の「地域の宝」を最大限に生かして本市の魅

力を創造し、戦略的に発信することで、人口還流を強化し、持続的に

発展できるまちを目指す。 
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３．重点・中核事業と評価指標 

前項で示した 77 事業のうち、特に調査研究を推進していく必要があるもの、観光や地域振興

など他分野と関連し取組の相乗効果が期待できるもの等については、保存・活用を今後推進して

いくための基盤となる 17 の中核事業として位置づけ、さらに、各方向性を牽引する重要度の高

い中核事業を６つの重点事業としました。 

なお、これら事業を計画的に進めていくため、進捗管理の方法として、評価指標を設けます。

(次頁表参照) 

 

表 本計画における重点・中核事業の整理 

重要度 ◎：重点事業（中核事業兼） 〇：中核事業 

方向性 

事    業 

重要度 No. 事 業 名 
期  間 評価 

指標 前期 中期 後期 

１ 土浦の優れた歴史

文化遺産を見出し、

保存を図る 

〇 ２ 重要遺跡の学術調査 〇 〇 〇 オ 

◎ ４ 特定テーマ・地域による総合調査  〇 〇 オ 

２ 優れた歴史文化遺

産を活用して、土浦

市の魅力向上を図る 

〇 20 『新編土浦市史』の刊行 〇 〇 〇 キ 

◎ 24 
上高津貝塚ふるさと歴史の広場 

常設展示の更新 
〇 〇  ウ 

〇 25 博物館施設の適切な維持・管理 〇 〇 〇 イウ 

〇 28 周辺環境を含めた上高津貝塚の再整備   〇 ウ 

◎ 29 土浦城跡の整備 〇 〇 〇 エ 

◎ 30 歴史的建造物の整備・活用 〇 〇 〇 オ 

〇 31 
指定文化財・博物館収蔵資料の 

オンライン公開の拡充 
〇 〇 〇 ア 

◎ 38 
近代の歴史文化遺産（教育・空都関係）

の再発見 
  〇 イ 

〇 39 「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合活用 〇 〇  ケ 

〇 40 サイクルツーリズムへの文化財の活用  〇 〇 ケ 

〇 43 優れた文化的景観の発掘とＰＲ   〇 ケ 

３ 歴史文化遺産の保

存活用の仕組みをつ

くり、様々な連携を

図る 

◎ 52 郷土教育の充実 〇 〇 〇 ク 

〇 59 
文化財愛護・普及啓発に関わる 

市民団体との連携・支援 
〇 〇 〇 カ 

〇 72 市登録文化財制度の創設  〇  オ 

〇 74 文化財管理者支援制度の創設 〇   カ 
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評価指標の内容については、以下の表の通りとします。 

 

表 評価指標 

評価指標 根拠 
備   考 

※根拠となる施策または事業名と目的 

ア 
ホームページへの 

アクセス数 
教育行政方針 

[博物館施設等の整備と活用] 

博物館施設等の整備と活用に努め、来館者と収蔵資料にとって安全

で快適な施設を維持する。 

イ 
市立博物館の 

利用者数 
教育行政方針 

[博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場活動の充実] 

郷土の考古・歴史・民俗に関する資料を調査・収集し、適切な保存・

管理に努める。また、市民の歴史や文化への意識の高揚を図るため、

収集した資料を積極的に公開し、調査研究成果を反映させたより魅

力ある展覧会等の開催に努める。 
ウ 

上高津貝塚の 

利用者数 
教育行政方針 

エ 
土浦城東櫓の 

利用者数 
教育行政方針 

[「土浦城跡および櫓門」の保存管理と整備] 

茨城県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」の理解を深め、史跡の価値を向

上させるため、同史跡及び史跡内に所在する文化財について適切な

保存管理・整備を進める。 

オ 

指定文化財等調

査・研究、保護・

保存、普及啓発に

関する事業数 

教育行政方針 

[指定文化財等の調査・研究、普及啓発及び保護・保存] 

文化財の保護・保存を進めるため、指定文化財・選択文化財・登録文

化財等の現状調査及び指定候補文化財の調査・研究、及び文化財保

護意識の普及啓発を進める。 

カ 

文化財所有者・管

理者・保護活動団

体等支援数 

教育行政方針 

[文化財所有者・管理者・伝承者及び文化財保護活動団体への支援] 

文化財の保存・継承、文化財保護意識の高揚と普及啓発を進めるた

め、所有者・管理者、伝承者（団体）、文化財愛護活動団体に対し適

切な支援を行う。 

キ 
土浦ミュージアム

セミナー参加者数 
教育行政方針 

[歴史資料の調査研究] 

歴史資料の調査研究を、市史編さん事業として進めます。資料集や

目録、紀要などを刊行し、情報発信に努めます。また、その成果を一

般向けの講座（土浦ミュージアムセミナー）で紹介することで、市民

の郷土への愛着や文化財への理解を深めます。 

ク 
校外学習等 

参加校数 
教育行政方針 

[学校教育との連携] 

土浦市域の歴史と文化についての理解を深めるため、校外学習や出

前授業を実施し、博物館実習や、職場体験の場を提供します。 

・校外学習 ・子ども郷土研究・博物館実習 ・郷土教育の推進（出前

授業）・職場体験 

ケ 
土浦市全体の 

観光入込客数 

第９次土浦市総

合計画 

[リーディングプロジェクト２  

未来につなげる「地域の宝」を生かしたまちづくり] 

自然環境や歴史文化等の「地域の宝」を最大限に生かして本市の魅

力を創造し、戦略的に発信することで、人口還流を強化し、持続的に

発展できるまちを目指す。 
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5-10 

＜重点事業＞ 

方向性１ 土浦の優れた歴史文化遺産を見出し、保存を図る 
方針①遺産の把握・収集を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性２ 優れた歴史文化史遺産を活用して、土浦市の魅力向上を図る 
方針④地域の魅力向上を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

霞ケ浦の帆引網漁 東城寺の山門 

ロビー展示 屋内展示（上高津貝塚の解説） 

5-11 

方針④地域の魅力向上を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針④地域の魅力向上を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土浦城櫓門 

郁文館の正門 

亀城公園 

一色家住宅主屋 

− 142 −



5-10 

＜重点事業＞ 

方向性１ 土浦の優れた歴史文化遺産を見出し、保存を図る 
方針①遺産の把握・収集を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性２ 優れた歴史文化史遺産を活用して、土浦市の魅力向上を図る 
方針④地域の魅力向上を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

霞ケ浦の帆引網漁 東城寺の山門 

ロビー展示 屋内展示（上高津貝塚の解説） 

5-11 

方針④地域の魅力向上を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針④地域の魅力向上を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土浦城櫓門 

郁文館の正門 

亀城公園 

一色家住宅主屋 
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5-12 

方針④地域の魅力向上を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性３ 歴史文化遺産の保存・活用の仕組みをつくり、様々な連携を図る 
方針⑥人材の育成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧茨城県立土浦中学校本館 海軍航空隊関係資料の展示（霞月楼） 

市内小学生の校外学習 

子ども郷土研究の作品展示 

6-1 
 

第６章 歴史文化遺産の一体的・総合的な保存と活用 

 

前章では本市の文化財保存活用における３つの方向性と８つの方針をもとに、歴史文化遺産全体に

関する措置を設定しました。本章では土浦の 12 の「歴史文化」とその特徴に基づき、５つの関連文

化財群を設定することで、歴史文化遺産の一体的な保存と活用を推進します。また、特定のエリアに

集中している多種多様な文化財群について、周辺環境を踏まえた４つの「文化財保存活用区域」を設

定し、地域として総合的な保存と活用を推進します。 

 

１．関連文化財群と文化財保存活用区域とは 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

方向性１ 
土浦の優れた歴史文化遺
産を見出し、保存を図る 

方向性２ 
優れた歴史文化遺産を活
用して、土浦の魅力向上を
図る 

方向性３ 
歴史文化遺産の保存活用
の仕組みをつくり、様々な
連携を図る 

①遺産の把握・収
集を推進する 

②遺産の適切な保
存を推進する 

④地域の魅力向上
を推進する 

⑥人材育成の育成
を推進する 

⑦

⑧文化財管理基盤
の強化を推進する 

⑤まちづくりへの
貢献を推進する 

第６章 

関連文化財群とは・・・ 

歴史文化遺産を「歴史文化」に基づく関連性、

テーマ、ストーリーによって捉えたものを指しま

す。群を構成する複数の歴史文化遺産を総合的・

一体的に保存・活用するための枠組みです。 

まとまりをもって扱うことで、未指定の歴史文

化遺産についても構成要素としての価値づけが可

能となり、また、相互に結びついた歴史文化遺産

の多面的な価値・魅力を明らかにすることができ

ます。 

文化財保存活用区域とは・・・ 
特定の範囲に集積している文化財（群）を、周

辺地域を含めて面的に保存・活用するものです。

域内の文化財の特性や「歴史文化」に応じて、市

町村が独自に設定する戦略的な計画区域です。区

域を設定して保存・活用を図ることで、魅力的な

空間の創出につながることが期待できます。 

土浦市では「歴史的風致維持向上計画」の策定

をすすめており、文化財保存活用区域とあわせて

総合的に取り組みます。 

【方針】 

第５章 

③市史の情報発信
を推進する 
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方針④地域の魅力向上を推進する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性３ 歴史文化遺産の保存・活用の仕組みをつくり、様々な連携を図る 
方針⑥人材の育成 
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と
村
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が
織
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な
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２．関連文化財群 

 

【土浦の 12 の歴史文化】                【５つの関連文化財群】 
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３．５つの関連文化財群の特徴 

 
筑波山麓と平坦な台地、霞ケ浦と河川が生みだした低地に、旧石器

時代から現代まで続く人々の暮らしぶりがみえます。水と陸がもたら
す豊かな恵みを享受し、陸から水へと吹き渡る風までも巧みに利用し
てきた先人たちの営みがありました。 

構成歴史文化遺産の一例：上高津貝塚・霞ケ浦の帆引網漁の技術・霞ケ浦沿岸のハス田など 
 

 
筑波山と霞ケ浦の結節点、東西南北の水と陸の道が交わる要の地が

土浦です。霞ケ浦の東には鹿島・香取神宮、西には筑波山を拝し、ふた
つの信仰の聖地のはざまで「内海社会」ともよばれる独自の世界が展
開しました。内海を介して様々な文物や情報がもたらされました。 

構成歴史文化遺産の一例：東城寺経塚群・律宗の結界石や石造物・日枝神社流鏑馬祭など 
 

 
江戸幕府の成立と利根川東遷により、土浦は大都市江戸と霞

ケ浦を介した水運で結ばれました。土浦城は譜代大名の居城と
して東北への守りを固め、霞ケ浦の要衝をおさえました。江戸と
の結びつきを画期として、土浦は新たな発展をとげました。 

構成歴史文化遺産の一例：土浦城跡・土屋家刀剣・関流炮術・土浦藩士関係資料など 
 

 
藩士や町人たちには、郷土や地理、天文に深い関心を示した文化人が

いました。人々は教育にも熱心で、近代的な教育をリードしてきました。
藩校・寺子屋・明治期の幼児教材・洋風建築の校舎など、貴重な近世・
近代の教育遺産が数多く残されています。 

構成歴史文化遺産の一例：旧茨城県立土浦中学校本館・郁文館の正門・土浦幼稚園関係資料など 
 

 

近代化で鉄道と水運が結びつくと、商都土浦はさらに発展しました。
大正時代に阿見に霞ケ浦海軍航空隊が設置されると、世界一周の飛行船
や太平洋横断の飛行機がやってきました。土浦の花火大会は航空隊殉職
者の慰霊のためにはじめられたものです。 

構成歴史文化遺産の一例：看板建築、土浦海軍航空隊（予科練）関係資料、花火大会など 

Ⅰ 霞ケ浦と共に生きる人々のくらし        

Ⅱ 霞ケ浦と筑波山に育まれた信仰と祭り 

Ⅲ 受け継がれる湖畔の城下町の伝統 

Ⅳ 郷土から天文まで、教育先進地のまなざし 

Ⅴ 水郷の遊覧都市と海軍航空隊の記憶 

− 146 −



6-2 
 

２．関連文化財群 

 

【土浦の 12 の歴史文化】                【５つの関連文化財群】 
                        

 

 

 

 

 

6-3 
 

３．５つの関連文化財群の特徴 

 
筑波山麓と平坦な台地、霞ケ浦と河川が生みだした低地に、旧石器

時代から現代まで続く人々の暮らしぶりがみえます。水と陸がもたら
す豊かな恵みを享受し、陸から水へと吹き渡る風までも巧みに利用し
てきた先人たちの営みがありました。 

構成歴史文化遺産の一例：上高津貝塚・霞ケ浦の帆引網漁の技術・霞ケ浦沿岸のハス田など 
 

 
筑波山と霞ケ浦の結節点、東西南北の水と陸の道が交わる要の地が

土浦です。霞ケ浦の東には鹿島・香取神宮、西には筑波山を拝し、ふた
つの信仰の聖地のはざまで「内海社会」ともよばれる独自の世界が展
開しました。内海を介して様々な文物や情報がもたらされました。 

構成歴史文化遺産の一例：東城寺経塚群・律宗の結界石や石造物・日枝神社流鏑馬祭など 
 

 
江戸幕府の成立と利根川東遷により、土浦は大都市江戸と霞

ケ浦を介した水運で結ばれました。土浦城は譜代大名の居城と
して東北への守りを固め、霞ケ浦の要衝をおさえました。江戸と
の結びつきを画期として、土浦は新たな発展をとげました。 

構成歴史文化遺産の一例：土浦城跡・土屋家刀剣・関流炮術・土浦藩士関係資料など 
 

 
藩士や町人たちには、郷土や地理、天文に深い関心を示した文化人が

いました。人々は教育にも熱心で、近代的な教育をリードしてきました。
藩校・寺子屋・明治期の幼児教材・洋風建築の校舎など、貴重な近世・
近代の教育遺産が数多く残されています。 

構成歴史文化遺産の一例：旧茨城県立土浦中学校本館・郁文館の正門・土浦幼稚園関係資料など 
 

 

近代化で鉄道と水運が結びつくと、商都土浦はさらに発展しました。
大正時代に阿見に霞ケ浦海軍航空隊が設置されると、世界一周の飛行船
や太平洋横断の飛行機がやってきました。土浦の花火大会は航空隊殉職
者の慰霊のためにはじめられたものです。 

構成歴史文化遺産の一例：看板建築、土浦海軍航空隊（予科練）関係資料、花火大会など 

Ⅰ 霞ケ浦と共に生きる人々のくらし        

Ⅱ 霞ケ浦と筑波山に育まれた信仰と祭り 

Ⅲ 受け継がれる湖畔の城下町の伝統 

Ⅳ 郷土から天文まで、教育先進地のまなざし 

Ⅴ 水郷の遊覧都市と海軍航空隊の記憶 

− 147 −



6-4 
 

（１）関連文化財群Ⅰ 霞ケ浦と共に生きる人々のくらし 

 

① 概要 

本市の最大の特徴は、日本第二の広さを誇る霞ケ浦によ

って育まれた「風土」にあります。上高津貝塚の存在は、

太古の昔から霞ケ浦が人々に恩恵を与えてきたことを教

えてくれます。風物詩の帆引網漁は、湖面を吹き渡る「平

たい風」を帆に受けて行われる漁で、霞ケ浦が生み出した

独特の漁法です。湖岸一面に広がるハス田は、豊富な水資

源が作り上げた景観です。霞ケ浦の豊かな水とそれを取り

囲む低地、そして風が、先史から現代まで、長い歳月のな

かで風光明媚な景観を作り上げてきました。 

 
歴史文化遺産の具体例 関連文化財群との関わり（ポイント） 

霞ケ浦〔未指定：名勝〕 面積 220 ㎞²の広さ日本第 2 位の湖である霞ケ浦は、古くは内湾で、周

囲には多くの貝塚や古墳が存在する。また帆引網漁やレンコン生産は、

霞ケ浦の地形や自然環境を巧みに活かしたものである。なお、土浦市の

面積 122.89 ㎞²には、霞ケ浦 9.27 ㎞²が含まれている。 

上高津貝塚〔国指定史跡〕 総面積 44,000 ㎡、縄文時代中期から晩期の大規模な貝塚である。貝塚

は台地縁辺部に環状形になって分布している。ヤマトシジミ・マダイ・

クロダイなどの魚骨や鹿などの獣骨、製塩土器が出土した。 

霞ケ浦の帆引網漁の技術 

〔国の記録選択〕 

霞ケ浦を囲む平坦な台地から吹き渡ってくる「平たい風」を、巨大な一

枚帆で受けとめ、船を横にすべらせて行うオリジナルの漁法である。風

を読みながら複数の綱を操ることで、ワカサギ・シラウオを漁獲する。 

霞ケ浦沿岸のハス田 

〔未指定：文化的景観〕 

霞ケ浦沿岸の水田は、東京近郊の市街化による生産縮小と国の減反政策

の影響を受けて、1970 年代にレンコン生産へと転換した。広大なハス

田景観が誕生し、土浦は日本一のレンコン生産地になった。 

筑波山地域ジオパーク 

（霞ケ浦ゾーン：日本ジオパーク） 

〔未指定：天然記念物〕 

霞ケ浦ゾーンでは気候変化と海面変化、地殻変動がつくりだした地形・

地質の成り立ちを学べる。また、筑波山につながる平野ゾーンでは蛇行

河川の生み出した地形・地質、水害の歴史などをみることができる。 

 

② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

未指定 名勝地（名勝） 霞ケ浦 茨城県南部／国・県・ 

周辺自治体 

未指定 動物、植物、地質鉱物

（天然記念物） 
ナウマンゾウの臼歯化石（霞ケ浦採集） 霞ケ浦湖底（産出）／土浦市 

国指定 遺跡（史跡） 上高津貝塚 上高津／土浦市 

未指定 遺跡（史跡） 下坂田貝塚などの貝塚遺跡 下坂田など／民地 

未指定 考古資料 上高津・小松・下坂田貝塚・神立平遺跡出土

の製塩土器 
上高津ほか（出土）／土浦市 

未指定 考古資料 上高津貝塚出土の漁具 上高津（出土）／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 王塚古墳 手野町／民地 

未指定 古文書 東崎 内田家文書（魚問屋関係資料） 中央／土浦市 

未指定 古文書 保立家文書（魚問屋関係資料） 中央／土浦市 

市指定 古文書 霞ヶ浦四十八津掟書 中央／土浦市 

時間軸 

空間軸 

6-5 
 

国選択 無形民俗 霞ケ浦の帆引網漁の技術 沖宿町／土浦帆曳船保存会 

未指定 有形民俗 霞ケ浦の漁労用具 中央／土浦市 

未指定 有形民俗 レンコン生産用具 中央／土浦市 

未指定 土浦遺産 レンコン 田村ほか／土浦市 

未指定 土浦遺産 水産加工品（佃煮ほか） 川口ほか／佃煮店 

未指定 文化的景観 霞ケ浦沿岸のハス田 手野町ほか／民地 

未指定 動物、植物、地質鉱物

（天然記念物） 
筑波山地域ジオパーク（霞ケ浦ゾーン）  

 

③ 現状と課題 

 土浦の歴史と文化を育んできた霞ケ浦は、市民がもっとも興味・関心を寄せている「地域の宝」

のひとつです。身近に存在する「日本第二の湖」の価値を高めるとともに、観光資源としての

活用を促すため、「景観」や「環境」、「ジオパーク」などの視点にもとづき、霞ケ浦に関わる歴

史文化遺産を総合的に再評価していくことが必要です。 

 考古資料館の設備の老朽化やユニバーサルデザインへの対応をはかるため、機器の更新や情報

化への対応と、最新の知見を取り入れた展示内容への刷新が必要です。 

 上高津貝塚の史跡としての価値を高めるため、周辺の古環境復元を含む学術調査や、史跡内の

既存設備の再整備が必要です。 

 博物館については平成 19 年（2007）に常設展示室の改装工事を実施しました。改装後は「霞ケ

浦に育まれた人々のくらし」をテーマに、季節ごとに資料を入れ替えながら、土浦の歴史文化

に関する情報を発信してきました。展示改装から 15 年以上が経過したことから、この間の調

査研究や新規収集資料の蓄積を踏まえ、展示室内のメッセージ展示を更新し、最新の知見を紹

介する必要があります。 

 「霞ケ浦の帆引網漁の技術」を後世に継承するため、かすみがうら市・行方市と連携を図りな

がら、担い手の確保や継承活動などの面で保護団体を支援していく必要があります。 

 特産品であるレンコン栽培の歴史的な展開を調査で明らかにするとともに、広大なハス田を文

化的景観として捉え、ブランド力を高めていくことが必要です。 

 周辺自治体と一体になって、霞ケ浦の魅力を高めていくため、環霞ケ浦での新たな文化活用ビ

ジョンや体制作りが必要です。 

 
④ 方針 

土浦の歴史文化を特徴づけてきた霞ケ浦。先史の古環境から現代までの変遷と営みを視点にし

て、地域固有の景観を再評価していきます。 

その拠点となるガイダンス施設・ジオサイトである上高津貝塚と考古資料館の再整備を進めま

す。再整備にあたっては、学術調査に基づく最新の知見を盛り込むことで、史跡としての価値を

高めます。博物館についても、新たな収集資料や知見をもとにしてメッセージ展示を更新し、「霞

ケ浦」と人々の生活を紹介する展示を継続していきます。 

また、帆引網漁の技術については、シンポジウムや映像上映会などを開催し、そのオリジナル

性を高く評価する活動を展開することで、伝承者育成の機運を醸成します。広大なハス田景観に

ついては、その歴史的展開と霞ケ浦が果たした役割を確認しながら、「文化的景観」として新たに

ブランド化をはかります。帆引船の白帆と湖岸一面にひろがる緑のハス田、そして背景にそびえ

る筑波山の美しい景観を一体的に PR していきます。 

ジオサイトなどの情報発信活動を通して、霞ケ浦を取り囲む自治体と広域的に連携し、たとえ

ば霞ケ浦を核とした「日本遺産」など、次世代のプランニングに向けた新たな取組を構想してい

きます。 
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（１）関連文化財群Ⅰ 霞ケ浦と共に生きる人々のくらし 

 

① 概要 

本市の最大の特徴は、日本第二の広さを誇る霞ケ浦によ

って育まれた「風土」にあります。上高津貝塚の存在は、

太古の昔から霞ケ浦が人々に恩恵を与えてきたことを教

えてくれます。風物詩の帆引網漁は、湖面を吹き渡る「平

たい風」を帆に受けて行われる漁で、霞ケ浦が生み出した

独特の漁法です。湖岸一面に広がるハス田は、豊富な水資

源が作り上げた景観です。霞ケ浦の豊かな水とそれを取り

囲む低地、そして風が、先史から現代まで、長い歳月のな

かで風光明媚な景観を作り上げてきました。 

 
歴史文化遺産の具体例 関連文化財群との関わり（ポイント） 

霞ケ浦〔未指定：名勝〕 面積 220 ㎞²の広さ日本第 2 位の湖である霞ケ浦は、古くは内湾で、周

囲には多くの貝塚や古墳が存在する。また帆引網漁やレンコン生産は、

霞ケ浦の地形や自然環境を巧みに活かしたものである。なお、土浦市の

面積 122.89 ㎞²には、霞ケ浦 9.27 ㎞²が含まれている。 

上高津貝塚〔国指定史跡〕 総面積 44,000 ㎡、縄文時代中期から晩期の大規模な貝塚である。貝塚

は台地縁辺部に環状形になって分布している。ヤマトシジミ・マダイ・

クロダイなどの魚骨や鹿などの獣骨、製塩土器が出土した。 

霞ケ浦の帆引網漁の技術 

〔国の記録選択〕 

霞ケ浦を囲む平坦な台地から吹き渡ってくる「平たい風」を、巨大な一

枚帆で受けとめ、船を横にすべらせて行うオリジナルの漁法である。風

を読みながら複数の綱を操ることで、ワカサギ・シラウオを漁獲する。 

霞ケ浦沿岸のハス田 

〔未指定：文化的景観〕 

霞ケ浦沿岸の水田は、東京近郊の市街化による生産縮小と国の減反政策

の影響を受けて、1970 年代にレンコン生産へと転換した。広大なハス

田景観が誕生し、土浦は日本一のレンコン生産地になった。 

筑波山地域ジオパーク 

（霞ケ浦ゾーン：日本ジオパーク） 

〔未指定：天然記念物〕 

霞ケ浦ゾーンでは気候変化と海面変化、地殻変動がつくりだした地形・

地質の成り立ちを学べる。また、筑波山につながる平野ゾーンでは蛇行

河川の生み出した地形・地質、水害の歴史などをみることができる。 

 

② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

未指定 名勝地（名勝） 霞ケ浦 茨城県南部／国・県・ 

周辺自治体 

未指定 動物、植物、地質鉱物

（天然記念物） 
ナウマンゾウの臼歯化石（霞ケ浦採集） 霞ケ浦湖底（産出）／土浦市 

国指定 遺跡（史跡） 上高津貝塚 上高津／土浦市 

未指定 遺跡（史跡） 下坂田貝塚などの貝塚遺跡 下坂田など／民地 

未指定 考古資料 上高津・小松・下坂田貝塚・神立平遺跡出土

の製塩土器 
上高津ほか（出土）／土浦市 

未指定 考古資料 上高津貝塚出土の漁具 上高津（出土）／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 王塚古墳 手野町／民地 

未指定 古文書 東崎 内田家文書（魚問屋関係資料） 中央／土浦市 

未指定 古文書 保立家文書（魚問屋関係資料） 中央／土浦市 

市指定 古文書 霞ヶ浦四十八津掟書 中央／土浦市 

時間軸 

空間軸 
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国選択 無形民俗 霞ケ浦の帆引網漁の技術 沖宿町／土浦帆曳船保存会 

未指定 有形民俗 霞ケ浦の漁労用具 中央／土浦市 

未指定 有形民俗 レンコン生産用具 中央／土浦市 

未指定 土浦遺産 レンコン 田村ほか／土浦市 

未指定 土浦遺産 水産加工品（佃煮ほか） 川口ほか／佃煮店 

未指定 文化的景観 霞ケ浦沿岸のハス田 手野町ほか／民地 

未指定 動物、植物、地質鉱物

（天然記念物） 
筑波山地域ジオパーク（霞ケ浦ゾーン）  

 

③ 現状と課題 

 土浦の歴史と文化を育んできた霞ケ浦は、市民がもっとも興味・関心を寄せている「地域の宝」

のひとつです。身近に存在する「日本第二の湖」の価値を高めるとともに、観光資源としての

活用を促すため、「景観」や「環境」、「ジオパーク」などの視点にもとづき、霞ケ浦に関わる歴

史文化遺産を総合的に再評価していくことが必要です。 

 考古資料館の設備の老朽化やユニバーサルデザインへの対応をはかるため、機器の更新や情報

化への対応と、最新の知見を取り入れた展示内容への刷新が必要です。 

 上高津貝塚の史跡としての価値を高めるため、周辺の古環境復元を含む学術調査や、史跡内の

既存設備の再整備が必要です。 

 博物館については平成 19 年（2007）に常設展示室の改装工事を実施しました。改装後は「霞ケ

浦に育まれた人々のくらし」をテーマに、季節ごとに資料を入れ替えながら、土浦の歴史文化

に関する情報を発信してきました。展示改装から 15 年以上が経過したことから、この間の調

査研究や新規収集資料の蓄積を踏まえ、展示室内のメッセージ展示を更新し、最新の知見を紹

介する必要があります。 

 「霞ケ浦の帆引網漁の技術」を後世に継承するため、かすみがうら市・行方市と連携を図りな

がら、担い手の確保や継承活動などの面で保護団体を支援していく必要があります。 

 特産品であるレンコン栽培の歴史的な展開を調査で明らかにするとともに、広大なハス田を文

化的景観として捉え、ブランド力を高めていくことが必要です。 

 周辺自治体と一体になって、霞ケ浦の魅力を高めていくため、環霞ケ浦での新たな文化活用ビ

ジョンや体制作りが必要です。 

 
④ 方針 

土浦の歴史文化を特徴づけてきた霞ケ浦。先史の古環境から現代までの変遷と営みを視点にし

て、地域固有の景観を再評価していきます。 

その拠点となるガイダンス施設・ジオサイトである上高津貝塚と考古資料館の再整備を進めま

す。再整備にあたっては、学術調査に基づく最新の知見を盛り込むことで、史跡としての価値を

高めます。博物館についても、新たな収集資料や知見をもとにしてメッセージ展示を更新し、「霞

ケ浦」と人々の生活を紹介する展示を継続していきます。 

また、帆引網漁の技術については、シンポジウムや映像上映会などを開催し、そのオリジナル

性を高く評価する活動を展開することで、伝承者育成の機運を醸成します。広大なハス田景観に

ついては、その歴史的展開と霞ケ浦が果たした役割を確認しながら、「文化的景観」として新たに

ブランド化をはかります。帆引船の白帆と湖岸一面にひろがる緑のハス田、そして背景にそびえ

る筑波山の美しい景観を一体的に PR していきます。 

ジオサイトなどの情報発信活動を通して、霞ケ浦を取り囲む自治体と広域的に連携し、たとえ

ば霞ケ浦を核とした「日本遺産」など、次世代のプランニングに向けた新たな取組を構想してい

きます。 
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⑤ 措置 

No.24 【重点事業】上高津貝塚ふるさと歴史の広場常設展示の更新 

開館後 27 年を経た上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）の常設展示については、ユニバーサル

デザインや効果的な情報発信に対応できるよう展示設備の更新を実施します。あわせて、下坂田貝塚を

はじめとする縄文時代の遺跡に関する調査成果を盛り込んだり、製塩土器に関する最新の知見を反映す

ることで、展示内容を刷新します。国指定史跡・ジオサイトとしての上高津貝塚の位置づけを分かりや

すく解説することによって、霞ケ浦と共に生きた縄文時代の土浦の人々の生活を発信していきます。 

No.28 〔中核事業〕周辺環境を含めた上高津貝塚の再整備 

上高津貝塚の周辺部に対して、古環境復元を含む学術調査を行い、史跡範囲外の様相を把握していきま

す。あわせて、史跡内にある竪穴住居（復元建物）などの既存設備の再整備の検討を行い、史跡として

の魅力を高めていきます。 

No.39 〔中核事業〕「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合活用 

国記録選択に関わる総合調査により明らかとなった成果を公開するため、映像の上映会や専門家による

シンポジウムを開催します。「霞ケ浦の帆引網漁の技術」が、固有の環境のもとで育まれた霞ケ浦独特の

漁法であることを周知することによって、貴重な民俗技術を継承していく機運を醸成し、後継者の育成

に資することを目指します。 

No.43 優れた文化的景観の発掘と PR（霞ケ浦の帆引網漁、ハス田） 

霞ケ浦の帆引網漁の白帆や、湖岸に展開する広大なハス田は、土浦の歴史文化を特徴づける景観です。

これらの景観が成立した歴史的背景を明らかにするため、「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合調査や、ハス

田景観の形成と深くかかわるレンコン生産用具の収集・調査を進めていきます。また、その成果を博物

館の展示などで発信することにより、土浦の優れた文化的景観をＰＲし、将来的なブランド化につなげ

ます。 
No.22 土浦市立博物館メッセージ展示の更新 

博物館では新たに収集した資料や、最新の研究成果を反映することで総合展示の内容（メッセージ展示）

を刷新し、土浦の歴史文化を紹介していきます。とくに霞ケ浦については、霞ヶ浦四十八津掟書や河岸

や水運に関わる史料、帆引網漁やレンコン生産用具などに焦点をあて、霞ケ浦と人々の関わりを分かり

やすく展示していきます。 

No.68 筑波山地域ジオパーク活動に関する広域連携 

教育学術部会の事務局を務めるとともに、ジオツアーなどのジオパーク活動に協力することによって、

活用を推進していきます。筑波山・霞ケ浦を介してつながる自治体間の連携を通して、その魅力を高め

ていきます。 
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（２）関連文化財群Ⅱ 霞ケ浦と筑波山に育まれた信仰と祭り 

 

① 概要 

内海であった霞ケ浦と名峰筑波山に挟まれた土浦には、古

代から中世の歴史文化遺産が数多く分布します。東日本屈指

の規模と古さをほこる東城寺経塚群、筑波山東南麓の天の川

流域に分布する須恵器窯跡などは、いずれも日本の歴史を考

えるうえで貴重な存在です。中世に広がった律宗の影響を受

けた石造物もこの地域ならではのものです。また、天の川上

流部の山ノ荘では、中世の祭礼の系譜を引く流鏑馬祭が受け

継がれています。 

 

歴史文化遺産の具体例 関連文化財群との関わり（ポイント） 

武者塚古墳 

〔古墳：市指定史跡、副葬品：

国指定重要文化財〕 

古墳時代終末期、雲母片岩で構築された石室内から古代人の頭髪「みず

ら」が出土したことで有名に。銀装圭頭太刀や銀帯状金具など大和政権

との交流をうかがわせる副葬品も出土している。 

市北部の須恵器窯跡群 

〔未指定〕 

天の川上流部、筑波山東南麓に分布する７世紀末から９世紀にかけての

大規模な須恵器窯跡群。生産に必要な粘土と燃料となる薪が豊富であっ

たことが、生産を支えたと考えられる。製品は天の川、霞ケ浦を介して

広く流通していた。 

東城寺経塚群 

〔県指定史跡〕 

12 世紀の大規模な経塚群で、東日本では最古級。12 基からなる。明治

時代に考古学者の和田千吉が、日本で初めてとなる経塚の学術調査を行

った。出土した経筒には造営者である常陸平氏の平致幹と比叡山延暦寺

の僧の名が刻まれている。 

日枝神社流鏑馬祭 

〔県指定無形民俗文化財〕 

中世の山ノ荘は、近江国比叡山の地主神である日吉社の荘園だった。そ

の日吉社の祭礼の系譜をひくのが山ノ荘の日枝神社流鏑馬祭である。流

鏑馬に登場するヒトツモノは、中世の祭礼に登場した稚児の姿だと考え

られる。 

 
② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

市指定 遺跡（史跡） 武者塚古墳 上坂田（出土）／土浦市 

国指定 考古資料 茨城県武者塚古墳出土品 上坂田（出土）／土浦市 

未指定 考古資料 須恵器窯跡群出土資料 今泉ほか（出土）／土浦市 

県指定 遺跡（史跡） 東城寺経塚群 東城寺／土浦市 

未指定 考古資料 東城寺経塚群出土品（土浦市所有分） 東城寺（出土）／土浦市 

未指定 考古資料 根鹿北遺跡出土瓦塔・瓦堂 今泉（出土）／土浦市 

県指定･市指定 考古資料 結界石（東城寺） 東城寺／東城寺 

県指定･未指定 考古資料 結界石（般若寺） 般若寺ほか／般若寺 

国指定 工芸品 銅鐘（般若寺） 宍塚／般若寺 

県指定 工芸品 五輪塔（伝源海墓） 宍塚／般若寺 

時間軸 

空間軸 
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⑤ 措置 

No.24 【重点事業】上高津貝塚ふるさと歴史の広場常設展示の更新 

開館後 27 年を経た上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）の常設展示については、ユニバーサル

デザインや効果的な情報発信に対応できるよう展示設備の更新を実施します。あわせて、下坂田貝塚を

はじめとする縄文時代の遺跡に関する調査成果を盛り込んだり、製塩土器に関する最新の知見を反映す

ることで、展示内容を刷新します。国指定史跡・ジオサイトとしての上高津貝塚の位置づけを分かりや

すく解説することによって、霞ケ浦と共に生きた縄文時代の土浦の人々の生活を発信していきます。 

No.28 〔中核事業〕周辺環境を含めた上高津貝塚の再整備 

上高津貝塚の周辺部に対して、古環境復元を含む学術調査を行い、史跡範囲外の様相を把握していきま

す。あわせて、史跡内にある竪穴住居（復元建物）などの既存設備の再整備の検討を行い、史跡として

の魅力を高めていきます。 

No.39 〔中核事業〕「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合活用 

国記録選択に関わる総合調査により明らかとなった成果を公開するため、映像の上映会や専門家による

シンポジウムを開催します。「霞ケ浦の帆引網漁の技術」が、固有の環境のもとで育まれた霞ケ浦独特の

漁法であることを周知することによって、貴重な民俗技術を継承していく機運を醸成し、後継者の育成

に資することを目指します。 

No.43 優れた文化的景観の発掘と PR（霞ケ浦の帆引網漁、ハス田） 

霞ケ浦の帆引網漁の白帆や、湖岸に展開する広大なハス田は、土浦の歴史文化を特徴づける景観です。

これらの景観が成立した歴史的背景を明らかにするため、「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合調査や、ハス

田景観の形成と深くかかわるレンコン生産用具の収集・調査を進めていきます。また、その成果を博物

館の展示などで発信することにより、土浦の優れた文化的景観をＰＲし、将来的なブランド化につなげ

ます。 
No.22 土浦市立博物館メッセージ展示の更新 

博物館では新たに収集した資料や、最新の研究成果を反映することで総合展示の内容（メッセージ展示）

を刷新し、土浦の歴史文化を紹介していきます。とくに霞ケ浦については、霞ヶ浦四十八津掟書や河岸

や水運に関わる史料、帆引網漁やレンコン生産用具などに焦点をあて、霞ケ浦と人々の関わりを分かり

やすく展示していきます。 

No.68 筑波山地域ジオパーク活動に関する広域連携 

教育学術部会の事務局を務めるとともに、ジオツアーなどのジオパーク活動に協力することによって、

活用を推進していきます。筑波山・霞ケ浦を介してつながる自治体間の連携を通して、その魅力を高め

ていきます。 

  

6-7 
 

（２）関連文化財群Ⅱ 霞ケ浦と筑波山に育まれた信仰と祭り 

 

① 概要 

内海であった霞ケ浦と名峰筑波山に挟まれた土浦には、古

代から中世の歴史文化遺産が数多く分布します。東日本屈指

の規模と古さをほこる東城寺経塚群、筑波山東南麓の天の川

流域に分布する須恵器窯跡などは、いずれも日本の歴史を考

えるうえで貴重な存在です。中世に広がった律宗の影響を受

けた石造物もこの地域ならではのものです。また、天の川上

流部の山ノ荘では、中世の祭礼の系譜を引く流鏑馬祭が受け

継がれています。 

 

歴史文化遺産の具体例 関連文化財群との関わり（ポイント） 

武者塚古墳 

〔古墳：市指定史跡、副葬品：

国指定重要文化財〕 

古墳時代終末期、雲母片岩で構築された石室内から古代人の頭髪「みず

ら」が出土したことで有名に。銀装圭頭太刀や銀帯状金具など大和政権

との交流をうかがわせる副葬品も出土している。 

市北部の須恵器窯跡群 

〔未指定〕 

天の川上流部、筑波山東南麓に分布する７世紀末から９世紀にかけての

大規模な須恵器窯跡群。生産に必要な粘土と燃料となる薪が豊富であっ

たことが、生産を支えたと考えられる。製品は天の川、霞ケ浦を介して

広く流通していた。 

東城寺経塚群 

〔県指定史跡〕 

12 世紀の大規模な経塚群で、東日本では最古級。12 基からなる。明治

時代に考古学者の和田千吉が、日本で初めてとなる経塚の学術調査を行

った。出土した経筒には造営者である常陸平氏の平致幹と比叡山延暦寺

の僧の名が刻まれている。 

日枝神社流鏑馬祭 

〔県指定無形民俗文化財〕 

中世の山ノ荘は、近江国比叡山の地主神である日吉社の荘園だった。そ

の日吉社の祭礼の系譜をひくのが山ノ荘の日枝神社流鏑馬祭である。流

鏑馬に登場するヒトツモノは、中世の祭礼に登場した稚児の姿だと考え

られる。 

 
② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

市指定 遺跡（史跡） 武者塚古墳 上坂田（出土）／土浦市 

国指定 考古資料 茨城県武者塚古墳出土品 上坂田（出土）／土浦市 

未指定 考古資料 須恵器窯跡群出土資料 今泉ほか（出土）／土浦市 

県指定 遺跡（史跡） 東城寺経塚群 東城寺／土浦市 

未指定 考古資料 東城寺経塚群出土品（土浦市所有分） 東城寺（出土）／土浦市 

未指定 考古資料 根鹿北遺跡出土瓦塔・瓦堂 今泉（出土）／土浦市 

県指定･市指定 考古資料 結界石（東城寺） 東城寺／東城寺 

県指定･未指定 考古資料 結界石（般若寺） 般若寺ほか／般若寺 

国指定 工芸品 銅鐘（般若寺） 宍塚／般若寺 

県指定 工芸品 五輪塔（伝源海墓） 宍塚／般若寺 

時間軸 

空間軸 

− 151 −



6-8 
 

国指定 彫刻 木造薬師如来坐像 下高津／常福寺 

県指定 彫刻 木造広智上人坐像 東城寺／東城寺 

県指定 彫刻 木造薬師如来立像 神立町／観音寺 

国指定 工芸品 銅鐘（䓁覺寺） 大手町／䓁覺寺 

国指定 絵画 絹本著色高峰・復庵・中峰和尚像 高岡／法雲寺 

県指定 絵画 紙本著色小田政治肖像画 高岡／法雲寺 

県指定 絵画 紙本著色小田氏治肖像画 高岡／法雲寺 

市指定 書跡 大聖寺蔵文書 永国／大聖寺 

県指定 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 沖宿町／海蔵寺 

市指定 遺跡（史跡） 小田治朝の墓 沖宿町／海蔵寺 

市指定 工芸品 石造五輪塔（伝小田成治供養塔） 藤沢／神宮寺（松岳寺） 

県指定 無形民俗 日枝神社流鏑馬祭 山ノ荘地域／日枝神社 

国選択･県指定 無形民俗 大畑のからかさ万灯 大畑／からかさ万灯保存会 

市指定 無形民俗 佐野子の盆綱 佐野子／佐野子地区 

未指定 無形民俗 浜降りを伴う祇園祭（土浦・田村・下坂田・

菅谷の八坂神社） 
土浦ほか／八坂神社ほか 

市指定 無形民俗 盆綱 佐野子／佐野子地区 

県指定 無形民俗 田宮ばやし 田宮／田宮ばやし保存会 

市指定 無形民俗 菅谷ばやし 菅谷町／菅谷ばやし保存会 

市指定 無形民俗 上高津大杉ばやし 上高津／上高津大杉ばやし保存会 

未指定 文化的景観 山ノ荘の農村景観 山ノ荘地域／－ 

 
③ 現状と課題 

 筑波山東南麓にある山ノ荘地域は、須恵器窯跡群の存在に代表されるように、常総地域の歴史

において重要な役割を果たした地域と思われますが、その全容は明らかとなっていません。 

 東城寺経塚群については、明治 35年（1902）に日本初となる経塚の発掘調査がなされて以来、

本格的な学術調査は行われていません。規模や遺構の性格を確定するための測量調査などを行

う必要があります。また、その成果に基づいて史跡整備を進める必要があります。 

 新治地域には歴史ある寺社や石造物などが集中して、数多くの歴史文化遺産が伝えられていま

す。しかし、この地域の魅力は十分に周知されておりません。地域の歴史文化遺産に対する認

識を深めてもらうため、情報発信・アクセスの向上を目指す必要があります。 

 中世の祭礼の様相を伝える山ノ荘の日枝神社流鏑馬祭をはじめ、市内には霞ケ浦周辺に特徴的

にみられる浜降りや盆綱、大杉囃子などの祭礼がみられます。しかし、少子高齢化や担い手の

減少、運営資金の確保などに課題があることから、継承のための取り組みを多角的に実施して

いく必要があります。 

 国指定重要文化財「茨城県武者塚古墳出土品」は上高津貝塚ふるさと歴史の広場で保管し、気

温や気候条件を勘案して期間を限って公開をしています。 

 
④ 方針 

古代・中世の歴史文化遺産が豊富な新治地域のうち、とくに「山ノ荘」を単位とした総合的な

調査を企画・実施していきます。あわせて、当該地域の重要な遺跡の学術調査を進めていきます。

東城寺経塚群では測量調査などを行ったうえで、周辺環境を含めた再整備について検討します。 

東城寺・小野越ハイキングルートは近年登山者が増えていることから、付近に貴重な史跡・遺
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跡や歴史ある寺社が存在し、それらと調和した農村景観が広がっていることを知ってもらうため、

効果的な情報発信やアクセス環境の整備などを進めていきます。 

山ノ荘の日枝神社流鏑馬祭については、引き続き継承のための取組を支援するとともに、「ヒ

トツモノ」の文化財的価値を確認するため、全国的な視点での調査を実施していきます。また、

他の指定無形民俗文化財についても、その活動を継承するための支援を継続していきます。 

新治地域の武者塚古墳出土品については、年間を通して資料を見学できるよう、上高津貝塚ふ

るさと歴史の広場常設展示の更新に合わせてレプリカを作成することを検討します。 

 

⑤ 措置 

No.4 【重点事業】特定テーマ・地域による総合調査 

山ノ荘地域には須恵器窯跡群・東城寺経塚群などの遺跡をはじめ、木造広智上人坐像・結界石を所蔵

する東城寺や、中世の祭礼の様相を伝える日枝神社の流鏑馬祭とヒトツモノなど、貴重な歴史文化遺

産が数多く伝えられています。これらの歴史文化遺産に対して、歴史・考古・民俗・美術史など幅広

い視点から総合的な調査研究を行い、地域の歴史文化の特質を明らかにします。 

No.24 【重点事業】上高津貝塚ふるさと歴史の広場常設展示の更新 

上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）には、新治地域の武者塚古墳から出土した国指定重要

文化財「茨城県武者塚古墳出土品」が保管されています。常設展示の更新にあわせて、レプリカの作

成などによる常設的な公開について検討します。 

No.2 〔中核事業〕重要遺跡の学術調査 

東日本屈指の古さと規模をもつ東城寺経塚について、遺跡の再検証を行います。史跡全体の測量調査

を行い、得られた測量の結果に基づいて、他地域の比較など具体的な検証を行います。 

No.43 〔中核事業〕優れた文化的景観の発掘と PR（山ノ荘地域） 

東城寺裏山に源を発し、霞ケ浦にそそぐ天の川上流部は、かつて山ノ荘とよばれた日吉大社の荘園で、

貴重な史跡・遺跡や、荘園の鎮守社と考えられる日枝神社が存在しています。自然と歴史が調和した

農村景観を広く周知することで、歴史文化遺産の宝庫であることをＰＲします。 

No.27 東城寺経塚群の再整備 

東城寺経塚について、測量調査をもとにして史跡整備の検討を進めていきます。説明看板については

刷新するとともに、史跡指定範囲の杭の交換などを行って修景整備を進め、魅力を高めます。 

No.46 東城寺・小野越ハイキングルートのブランド力強化 

近年人気の高まっている東城寺・小野越ルートのハイキング客に向けた情報発信を行い、周囲に自然

と調和した歴史文化遺産が数多く残されていることを PR し、地域のブランド力強化を図ります。 

No.69 つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ広域連携 

霞ケ浦と筑波山をつなぐサイクリングロード近くに所在する武者塚古墳や、小田氏ゆかりの法雲寺・

五輪塔などをめぐるマップ作製などを通して、小田城を有するつくば市や大規模な古墳の多いかすみ

がうら市と本市の歴史文化遺産とをつなぎ、自転車による広域的な周遊を促進していきます。 

No.75 民俗芸能や祭礼伝承者への支援 

日枝神社流鏑馬祭・大畑からかさ万灯・田宮ばやしなどの指定無形民俗文化財の保存団体に対して、

その伝承活動を継承するための補助を行います。また祭礼用具や衣裳の新調などにあたっては、国や

民間の補助・助成制度の活用を伝承者に促し、伝承活動を支援していきます。 
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国指定 彫刻 木造薬師如来坐像 下高津／常福寺 

県指定 彫刻 木造広智上人坐像 東城寺／東城寺 

県指定 彫刻 木造薬師如来立像 神立町／観音寺 

国指定 工芸品 銅鐘（䓁覺寺） 大手町／䓁覺寺 

国指定 絵画 絹本著色高峰・復庵・中峰和尚像 高岡／法雲寺 

県指定 絵画 紙本著色小田政治肖像画 高岡／法雲寺 

県指定 絵画 紙本著色小田氏治肖像画 高岡／法雲寺 

市指定 書跡 大聖寺蔵文書 永国／大聖寺 

県指定 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 沖宿町／海蔵寺 

市指定 遺跡（史跡） 小田治朝の墓 沖宿町／海蔵寺 

市指定 工芸品 石造五輪塔（伝小田成治供養塔） 藤沢／神宮寺（松岳寺） 

県指定 無形民俗 日枝神社流鏑馬祭 山ノ荘地域／日枝神社 

国選択･県指定 無形民俗 大畑のからかさ万灯 大畑／からかさ万灯保存会 

市指定 無形民俗 佐野子の盆綱 佐野子／佐野子地区 

未指定 無形民俗 浜降りを伴う祇園祭（土浦・田村・下坂田・

菅谷の八坂神社） 
土浦ほか／八坂神社ほか 

市指定 無形民俗 盆綱 佐野子／佐野子地区 

県指定 無形民俗 田宮ばやし 田宮／田宮ばやし保存会 

市指定 無形民俗 菅谷ばやし 菅谷町／菅谷ばやし保存会 

市指定 無形民俗 上高津大杉ばやし 上高津／上高津大杉ばやし保存会 

未指定 文化的景観 山ノ荘の農村景観 山ノ荘地域／－ 

 
③ 現状と課題 

 筑波山東南麓にある山ノ荘地域は、須恵器窯跡群の存在に代表されるように、常総地域の歴史

において重要な役割を果たした地域と思われますが、その全容は明らかとなっていません。 

 東城寺経塚群については、明治 35年（1902）に日本初となる経塚の発掘調査がなされて以来、

本格的な学術調査は行われていません。規模や遺構の性格を確定するための測量調査などを行

う必要があります。また、その成果に基づいて史跡整備を進める必要があります。 

 新治地域には歴史ある寺社や石造物などが集中して、数多くの歴史文化遺産が伝えられていま

す。しかし、この地域の魅力は十分に周知されておりません。地域の歴史文化遺産に対する認

識を深めてもらうため、情報発信・アクセスの向上を目指す必要があります。 

 中世の祭礼の様相を伝える山ノ荘の日枝神社流鏑馬祭をはじめ、市内には霞ケ浦周辺に特徴的

にみられる浜降りや盆綱、大杉囃子などの祭礼がみられます。しかし、少子高齢化や担い手の

減少、運営資金の確保などに課題があることから、継承のための取り組みを多角的に実施して

いく必要があります。 

 国指定重要文化財「茨城県武者塚古墳出土品」は上高津貝塚ふるさと歴史の広場で保管し、気

温や気候条件を勘案して期間を限って公開をしています。 

 
④ 方針 

古代・中世の歴史文化遺産が豊富な新治地域のうち、とくに「山ノ荘」を単位とした総合的な

調査を企画・実施していきます。あわせて、当該地域の重要な遺跡の学術調査を進めていきます。

東城寺経塚群では測量調査などを行ったうえで、周辺環境を含めた再整備について検討します。 

東城寺・小野越ハイキングルートは近年登山者が増えていることから、付近に貴重な史跡・遺
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跡や歴史ある寺社が存在し、それらと調和した農村景観が広がっていることを知ってもらうため、

効果的な情報発信やアクセス環境の整備などを進めていきます。 

山ノ荘の日枝神社流鏑馬祭については、引き続き継承のための取組を支援するとともに、「ヒ

トツモノ」の文化財的価値を確認するため、全国的な視点での調査を実施していきます。また、

他の指定無形民俗文化財についても、その活動を継承するための支援を継続していきます。 

新治地域の武者塚古墳出土品については、年間を通して資料を見学できるよう、上高津貝塚ふ

るさと歴史の広場常設展示の更新に合わせてレプリカを作成することを検討します。 

 

⑤ 措置 

No.4 【重点事業】特定テーマ・地域による総合調査 

山ノ荘地域には須恵器窯跡群・東城寺経塚群などの遺跡をはじめ、木造広智上人坐像・結界石を所蔵

する東城寺や、中世の祭礼の様相を伝える日枝神社の流鏑馬祭とヒトツモノなど、貴重な歴史文化遺

産が数多く伝えられています。これらの歴史文化遺産に対して、歴史・考古・民俗・美術史など幅広

い視点から総合的な調査研究を行い、地域の歴史文化の特質を明らかにします。 

No.24 【重点事業】上高津貝塚ふるさと歴史の広場常設展示の更新 

上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）には、新治地域の武者塚古墳から出土した国指定重要

文化財「茨城県武者塚古墳出土品」が保管されています。常設展示の更新にあわせて、レプリカの作

成などによる常設的な公開について検討します。 

No.2 〔中核事業〕重要遺跡の学術調査 

東日本屈指の古さと規模をもつ東城寺経塚について、遺跡の再検証を行います。史跡全体の測量調査

を行い、得られた測量の結果に基づいて、他地域の比較など具体的な検証を行います。 

No.43 〔中核事業〕優れた文化的景観の発掘と PR（山ノ荘地域） 

東城寺裏山に源を発し、霞ケ浦にそそぐ天の川上流部は、かつて山ノ荘とよばれた日吉大社の荘園で、

貴重な史跡・遺跡や、荘園の鎮守社と考えられる日枝神社が存在しています。自然と歴史が調和した

農村景観を広く周知することで、歴史文化遺産の宝庫であることをＰＲします。 

No.27 東城寺経塚群の再整備 

東城寺経塚について、測量調査をもとにして史跡整備の検討を進めていきます。説明看板については

刷新するとともに、史跡指定範囲の杭の交換などを行って修景整備を進め、魅力を高めます。 

No.46 東城寺・小野越ハイキングルートのブランド力強化 

近年人気の高まっている東城寺・小野越ルートのハイキング客に向けた情報発信を行い、周囲に自然

と調和した歴史文化遺産が数多く残されていることを PR し、地域のブランド力強化を図ります。 

No.69 つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ広域連携 

霞ケ浦と筑波山をつなぐサイクリングロード近くに所在する武者塚古墳や、小田氏ゆかりの法雲寺・

五輪塔などをめぐるマップ作製などを通して、小田城を有するつくば市や大規模な古墳の多いかすみ

がうら市と本市の歴史文化遺産とをつなぎ、自転車による広域的な周遊を促進していきます。 

No.75 民俗芸能や祭礼伝承者への支援 

日枝神社流鏑馬祭・大畑からかさ万灯・田宮ばやしなどの指定無形民俗文化財の保存団体に対して、

その伝承活動を継承するための補助を行います。また祭礼用具や衣裳の新調などにあたっては、国や

民間の補助・助成制度の活用を伝承者に促し、伝承活動を支援していきます。 
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（３）関連文化財群Ⅲ 受け継がれる湖畔の城下町の伝統 

 

① 概要 

土浦の発展の契機は、江戸時代に霞ケ浦湖畔に土浦城

が整備された点と、水運により江戸と結びついた城下町

が成立した点に求められます。江戸時代の情緒を感じさ

せる城と城下の町並みは、土浦の歴史を象徴するもので

す。江戸に対する東北地方への守りとしてもこの地は重

視され、代々譜代大名が城主となりました。とくに土屋

家は長くこの地を治め、国宝を含む土屋家刀剣や茶道具

に、華やかな大名文化の一端をうかがうことができま

す。また、土浦藩には多才な藩士たちがいたことが、残

された様々な歴史文化財遺産からうかがえます。 

 

歴史文化遺産の具体例 関連文化財群との関わり（ポイント） 

土 浦 城 跡 およ び 櫓門 

〔県指定史跡〕 

霞ケ浦の湖畔に築かれた近世城郭。桜川河口の微高地を巧みに利用して築か

れた水城である。本丸と二ノ丸の一部が城址公園として整備され、市民の憩

いの場となり、観光スポットにもなっている。 

土屋家刀剣〔国宝・重要

文化財・重要美術品ほか〕 

藩主の土屋家が所持した刀剣 85 振が一括して保管されている。観応元年

（1350）の銘をもつ「短刀 銘 筑州住行弘」は国宝で、このほかに重要文化

財が 4振含まれる。優品が数多く含まれ、日本屈指の刀剣コレクションであ

る。 

関 流 炮 術 関 係 資 料  

〔市指定文化財〕 

土浦藩の炮術指南役であった藩士関家に伝来した資料群である。大筒の「谷

神」「抜山銃」をはじめ、砲弾を製作する道具、歴代当主の肖像画、古文書

などがあり、江戸時代の炮術関係資料として希少である。 

土 浦 藩 士 関 係 資 料  

〔一部は市指定文化財〕 

土浦藩には多才な藩士たちがいた。地理学者の山村才助、お抱え絵師の岡部

洞水、書家の関其寧・関雪江、農政学者の長島尉信、藩医の辻元順などであ

る。博物館では藩士らの足跡をたどりながら、多様な資料を収集し、調査を

行ってきた。 

 

② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

県指定 遺跡（史跡） 土浦城跡及び櫓門 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 土浦城櫓門の太鼓 中央／八坂神社 

市指定 遺跡（史跡） 大手門の跡 大手町／大手町 

市指定 遺跡（史跡） 搦手門の跡 中央／中央一丁目 

市指定 遺跡（史跡） 北門の跡 城北町／城北町 

市指定 遺跡（史跡） 西門の跡 文京町／文京町 

市指定 遺跡（史跡） 南門の土塁 大手町／東光寺 

市指定 遺跡（史跡） 南門の跡 大手町／大手町 

未指定 建造物 土浦城東櫓・西櫓・塀（復元建物） 中央／土浦市 

時間軸 

空間軸 
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県指定 歴史資料 色川三中関係史料のうち常州土浦城図 中央／土浦市 

未指定 古文書 土浦城記 中央／土浦市 

国宝 工芸品 短刀 銘 筑州住行弘 （土屋家刀剣） 中央／土浦市 

国指定 工芸品 太刀 銘 守家造 ほか３振（土屋家刀剣） 中央／土浦市 

重要美術品 工芸品 太刀 銘 景安 ほか５振（土屋家刀剣） 中央／土浦市 

未指定 工芸品 短刀 銘 来國俊 ほか 76 振（土屋家刀剣） 中央／土浦市 

市指定 工芸品 三石紋仏胴具足（土屋政直所領） 中央／土浦市 

未指定 工芸品 瀬戸茶入銘「塩屋」 中央／土浦市 

未指定 古文書 土屋蔵帳（写本） 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 関流炮術関係資料 西真鍋町／個人 

市指定 遺跡（史跡） 鉄砲塚 都和／個人 

未指定 古文書 山村才助著「訂正増訳采覧異言」 中央／土浦市 

未指定 絵画 岡部洞水作品 中央／土浦市 

未指定 書跡・絵画 関克明・関思亮作品 中央／土浦市 

未指定 
古文書・ 

書跡・絵画 
長島尉信関係資料 中央ほか／土浦市ほか 

未指定 歴史資料 辻元順関係資料 中央／個人 

市指定 遺跡（史跡） 辻元順の墓（東光寺） 大手町／個人 

市指定 遺跡（史跡） 銭亀橋の跡 大町・下高津／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 桜橋の跡 中央／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 荒川沖一里塚 荒川沖ほか／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 板谷の一里塚 東若松町／土浦市・個人 

市指定 遺跡（史跡） 水戸街道松並木 東若松町ほか／土浦市 

市指定 建造物 郁文館の正門 文京町／土浦市 

国登録 建造物 旧大徳呉服店（まちかど蔵大徳） 中央／土浦市 

国登録 建造物 旧野村さとう店（まちかど蔵野村） 中央／土浦市 

県指定 建造物 矢口家住宅 中央／個人 

市指定 建造物 中貫宿本陣 中貫／個人 

未指定 建造物 荒川沖の旅籠 荒川沖西／個人 

市指定 歴史資料 土浦道中絵図 真鍋／個人 

市指定 古文書 船問屋関係文書 中央／個人 

市指定 古文書 醤油屋仲間証文帳 中央／個人 

未指定 建造物 柴沼醤油 虫掛／個人 

市指定 工芸品 燈心（品位）等級印並びに容器 田土部／個人 

市指定 有形民俗 土浦町内祇園祭礼式真図 中央／個人 

市指定 有形民俗 土浦御祭礼之図・水戸様御入国之図 中央／土浦市 

未指定 文化的景観 宍塚大池 宍塚／土浦市・民地 

県指定 歴史資料 色川三中関係史料のうち防逆水私議 中央／土浦市 
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（３）関連文化財群Ⅲ 受け継がれる湖畔の城下町の伝統 

 

① 概要 

土浦の発展の契機は、江戸時代に霞ケ浦湖畔に土浦城

が整備された点と、水運により江戸と結びついた城下町

が成立した点に求められます。江戸時代の情緒を感じさ

せる城と城下の町並みは、土浦の歴史を象徴するもので

す。江戸に対する東北地方への守りとしてもこの地は重

視され、代々譜代大名が城主となりました。とくに土屋

家は長くこの地を治め、国宝を含む土屋家刀剣や茶道具

に、華やかな大名文化の一端をうかがうことができま

す。また、土浦藩には多才な藩士たちがいたことが、残

された様々な歴史文化財遺産からうかがえます。 

 

歴史文化遺産の具体例 関連文化財群との関わり（ポイント） 

土 浦 城 跡 およ び 櫓門 

〔県指定史跡〕 

霞ケ浦の湖畔に築かれた近世城郭。桜川河口の微高地を巧みに利用して築か

れた水城である。本丸と二ノ丸の一部が城址公園として整備され、市民の憩

いの場となり、観光スポットにもなっている。 

土屋家刀剣〔国宝・重要

文化財・重要美術品ほか〕 

藩主の土屋家が所持した刀剣 85 振が一括して保管されている。観応元年

（1350）の銘をもつ「短刀 銘 筑州住行弘」は国宝で、このほかに重要文化

財が 4振含まれる。優品が数多く含まれ、日本屈指の刀剣コレクションであ

る。 

関 流 炮 術 関 係 資 料  

〔市指定文化財〕 

土浦藩の炮術指南役であった藩士関家に伝来した資料群である。大筒の「谷

神」「抜山銃」をはじめ、砲弾を製作する道具、歴代当主の肖像画、古文書

などがあり、江戸時代の炮術関係資料として希少である。 

土 浦 藩 士 関 係 資 料  

〔一部は市指定文化財〕 

土浦藩には多才な藩士たちがいた。地理学者の山村才助、お抱え絵師の岡部

洞水、書家の関其寧・関雪江、農政学者の長島尉信、藩医の辻元順などであ

る。博物館では藩士らの足跡をたどりながら、多様な資料を収集し、調査を

行ってきた。 

 

② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

県指定 遺跡（史跡） 土浦城跡及び櫓門 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 土浦城櫓門の太鼓 中央／八坂神社 

市指定 遺跡（史跡） 大手門の跡 大手町／大手町 

市指定 遺跡（史跡） 搦手門の跡 中央／中央一丁目 

市指定 遺跡（史跡） 北門の跡 城北町／城北町 

市指定 遺跡（史跡） 西門の跡 文京町／文京町 

市指定 遺跡（史跡） 南門の土塁 大手町／東光寺 

市指定 遺跡（史跡） 南門の跡 大手町／大手町 

未指定 建造物 土浦城東櫓・西櫓・塀（復元建物） 中央／土浦市 

時間軸 

空間軸 
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県指定 歴史資料 色川三中関係史料のうち常州土浦城図 中央／土浦市 

未指定 古文書 土浦城記 中央／土浦市 

国宝 工芸品 短刀 銘 筑州住行弘 （土屋家刀剣） 中央／土浦市 

国指定 工芸品 太刀 銘 守家造 ほか３振（土屋家刀剣） 中央／土浦市 

重要美術品 工芸品 太刀 銘 景安 ほか５振（土屋家刀剣） 中央／土浦市 

未指定 工芸品 短刀 銘 来國俊 ほか 76 振（土屋家刀剣） 中央／土浦市 

市指定 工芸品 三石紋仏胴具足（土屋政直所領） 中央／土浦市 

未指定 工芸品 瀬戸茶入銘「塩屋」 中央／土浦市 

未指定 古文書 土屋蔵帳（写本） 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 関流炮術関係資料 西真鍋町／個人 

市指定 遺跡（史跡） 鉄砲塚 都和／個人 

未指定 古文書 山村才助著「訂正増訳采覧異言」 中央／土浦市 

未指定 絵画 岡部洞水作品 中央／土浦市 

未指定 書跡・絵画 関克明・関思亮作品 中央／土浦市 

未指定 
古文書・ 

書跡・絵画 
長島尉信関係資料 中央ほか／土浦市ほか 

未指定 歴史資料 辻元順関係資料 中央／個人 

市指定 遺跡（史跡） 辻元順の墓（東光寺） 大手町／個人 

市指定 遺跡（史跡） 銭亀橋の跡 大町・下高津／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 桜橋の跡 中央／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 荒川沖一里塚 荒川沖ほか／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 板谷の一里塚 東若松町／土浦市・個人 

市指定 遺跡（史跡） 水戸街道松並木 東若松町ほか／土浦市 

市指定 建造物 郁文館の正門 文京町／土浦市 

国登録 建造物 旧大徳呉服店（まちかど蔵大徳） 中央／土浦市 

国登録 建造物 旧野村さとう店（まちかど蔵野村） 中央／土浦市 

県指定 建造物 矢口家住宅 中央／個人 

市指定 建造物 中貫宿本陣 中貫／個人 

未指定 建造物 荒川沖の旅籠 荒川沖西／個人 

市指定 歴史資料 土浦道中絵図 真鍋／個人 

市指定 古文書 船問屋関係文書 中央／個人 

市指定 古文書 醤油屋仲間証文帳 中央／個人 

未指定 建造物 柴沼醤油 虫掛／個人 

市指定 工芸品 燈心（品位）等級印並びに容器 田土部／個人 

市指定 有形民俗 土浦町内祇園祭礼式真図 中央／個人 

市指定 有形民俗 土浦御祭礼之図・水戸様御入国之図 中央／土浦市 

未指定 文化的景観 宍塚大池 宍塚／土浦市・民地 

県指定 歴史資料 色川三中関係史料のうち防逆水私議 中央／土浦市 
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③ 現状と課題 

 本市のシンボルであり、中心市街地に位置する土浦城跡について、城址整備・管理を計画的に

進めることで、その魅力をさらに高めていくことが必要です。 

 建造物などは個々の文化財を単体で保存するのではなく、周辺の環境を含めたエリアのなかで

当該文化財を捉え、所有者・地域と行政が連携のうえ保存・活用をしていく取組が必要です。 

 国宝・重要文化財を含む「土屋家刀剣」について、全国にその魅力を発信し、より多くの市民

や来街者と、その価値を共有してくことが必要です。 

 博物館の展覧会や調査研究活動により明らかになった多才な土浦藩主・藩士たちの文化につい

て、引き続き展示・調査を充実させ、新たな資料の発掘と収集に努めることが必要です。 

 土浦の祇園祭には江戸・東京の祭礼文化の影響がみられるとともに、霞ケ浦周辺の浜降り文化

も受け継いでいることを周知し、継承に資する取組を行う必要があります。 

 土浦の主力産業のひとつであった醤油醸造業について、市内に唯一残る柴沼醤油醸造とも連携

をはかりながら、地域ブランドとしての魅力発信に貢献する必要があります。 

 

 

④ 方針 

土浦城跡の整備およびその周辺の町並み保全を行うことで、それを活かしたまちづくりに寄与

します。土浦城跡については城址整備計画の見直しを行いながら、具体的な整備を進めてまいり

ます。整備計画の見直しでは、建造物の復元だけでなく、かつての水城としてのイメージを広く

周知するために VR・AR などを用いた仮想空間上での復元などの手法も検討します。 

土浦城周辺から中城通りにかけての地域には、藩校郁文館正門・矢口家住宅など城下町の風情

を伝える歴史的建造物が多いため、所有者・地域と行政が連携をはかることで整備や活用をはか

ることでその魅力を PRし、湖畔の城下町の歴史を体感していただくことを企図します。 

国宝・重要文化財を含む土屋家刀剣や、藩士たちが遺した多様な文物を広く紹介することで、

国内はもちろん、海外からの観光客にも関心をもっていただけるように情報発信を行います。浜

降り文化や江戸・東京の都市祭礼を受け継ぐ祇園祭については、映像制作などを進めることで、

その魅力を伝えます。かつての土浦城下の主力産業であった醤油醸造業については、博物館の展

示などを通して、その歴史を発信する活動を継続します。 

 
⑤ 措置 

No.29 【重点事業】土浦城跡の整備 

土浦城址整備基本計画において未実施となっている整備事業について、見直しを行いながら事業化を

図っていきます。また、ＶＲ・ＡＲ等を活用した新たな整備手法についても検討します。 
No.32 国宝・重要文化財（「土屋家刀剣」コレクション）の魅力発信 

国宝・重要文化財・重要美術品を含む土屋家刀剣について、展示替えをしながら定期的に公開を行い、

大名刀剣コレクションとしての魅力を発信します。 

No.30 歴史的建造物の整備・活用 

藩校郁文館の正門、矢口家住宅など、未活用の指定文化財を中心に歴史的建造物の整備・活用を図り

ます。所有者・地域と行政が連携しながら整備や活用をしていくことによって、歴史的建造物の魅力

を高め、湖畔の城下町の歴史を体感していただく手段とします。 

No.36 土浦城と城下町、藩士と商人の文化の周知 

土屋家の歴代当主、藩士で絵師の岡部洞水や儒者の関家、国学者の色川三中や教育者沼尻墨僊など、

江戸時代に活躍した土浦の人々に関する資料の収集・調査研究を進め、博物館の総合展示（季節展示）
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や特別展などでその成果を公開していきます。霞ケ浦の水運や水戸街道で江戸と結びついた城下町

で、人々の交流や文化の醸成があったことを周知していきます。 

No.8 「歴史と民俗」映像制作（浜降り・土浦の祇園祭） 

土浦の祇園祭は、江戸の都市祭礼の影響を受けた城下町祭礼の特色を示す一方、霞ケ浦の浜降り文化

の特徴も有しています。土浦の祇園祭の現状を記録に残すとともに、「土浦御祭礼之図」などの祭礼図

を取り上げることで、その歴史的特徴を解説する映像ソフトを制作します。 
No.47 食文化・特産品の PR、振興 

江戸時代の土浦の主力産業であった醤油醸造業については、醤油屋仲間証文帳などの史料を博物館で

展示公開することにより、その歴史を発信していきます。また、市内に唯一残る柴沼醤油醸造とも連

携をはかりながら、地域ブランドの PR に貢献していきます。 

 
 
 
 
（４）関連文化財群Ⅳ 郷土から天文まで、教育先進地のまなざし 

 

① 概要 

江戸時代後期、土浦城内には藩校郁文館が設けられ、

藩士子弟の教育にあたりました。また、城下では沼尻墨

僊が私塾「天章堂」を開き、商家の子供たちが学びまし

た。墨僊は地理や天文にも関心を示し、傘式地球儀や渾

天儀を創作しています。明治時代以降も、土浦は茨城県

南部の教育の先進地として在り続けました。県内で最初

に開園した土浦幼稚園には、明治時代からの幼児教育教

材が残されています。現存する旧茨城県立土浦中学校本

館は、明治時代後期に建てられた洋風建築のモダンな校

舎で、国の重要文化財に指定されています。 

 
歴史文化遺産の具体例 関連文化財群との関わり（ポイント） 

郁文館の正門 

〔市指定文化財〕 

土浦第一中学校の敷地内にある土浦藩校の正門。郁文館は寛政 11 年
（1799）に優秀な人材を育てるため藩主土屋英直が創設した。その後、
天保 10 年（1839）藩主寅直のときに現在の中学校の敷地へ移転した。門
はその時のものである。 

傘式地球儀・渾天儀などを
含む沼尻墨僊関係資料 
〔市指定文化財〕 

沼尻墨僊が創作した大輿地球儀は開閉が可能なことから傘式地球儀とも
よばれる。日本最古の印刷による地球儀である。墨僊は地理や天文に関
心をもち、天体観測のための渾天儀などを製作した。先端的な知識を有
する教育者であった。 

土浦幼稚園関係資料 

〔未指定〕 

茨城県最初の幼稚園で、土浦町の人々の支援をうけ、当時としては最新
の教材や教具が整えられた。120 年以上の歴史をもつ全国屈指の伝統を
誇る幼稚園である。明治期から昭和初期にかけての幼児教育教材がまと
まって残されている。 

旧茨城県立土浦中学校本館

〔国指定重要文化財〕 

明治 37 年（1904）に竣工したゴシック様式を基本とする洋風建築の校舎。
近代化政策の一環として、教育施設の西洋化意匠が図られる中で生まれ
た先進教育を象徴する建物。設計者は茨城県技師の駒杵勤治である。 

時間軸 

空間軸 
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③ 現状と課題 

 本市のシンボルであり、中心市街地に位置する土浦城跡について、城址整備・管理を計画的に

進めることで、その魅力をさらに高めていくことが必要です。 

 建造物などは個々の文化財を単体で保存するのではなく、周辺の環境を含めたエリアのなかで

当該文化財を捉え、所有者・地域と行政が連携のうえ保存・活用をしていく取組が必要です。 

 国宝・重要文化財を含む「土屋家刀剣」について、全国にその魅力を発信し、より多くの市民

や来街者と、その価値を共有してくことが必要です。 

 博物館の展覧会や調査研究活動により明らかになった多才な土浦藩主・藩士たちの文化につい

て、引き続き展示・調査を充実させ、新たな資料の発掘と収集に努めることが必要です。 

 土浦の祇園祭には江戸・東京の祭礼文化の影響がみられるとともに、霞ケ浦周辺の浜降り文化

も受け継いでいることを周知し、継承に資する取組を行う必要があります。 

 土浦の主力産業のひとつであった醤油醸造業について、市内に唯一残る柴沼醤油醸造とも連携

をはかりながら、地域ブランドとしての魅力発信に貢献する必要があります。 

 

 

④ 方針 

土浦城跡の整備およびその周辺の町並み保全を行うことで、それを活かしたまちづくりに寄与

します。土浦城跡については城址整備計画の見直しを行いながら、具体的な整備を進めてまいり

ます。整備計画の見直しでは、建造物の復元だけでなく、かつての水城としてのイメージを広く

周知するために VR・AR などを用いた仮想空間上での復元などの手法も検討します。 

土浦城周辺から中城通りにかけての地域には、藩校郁文館正門・矢口家住宅など城下町の風情

を伝える歴史的建造物が多いため、所有者・地域と行政が連携をはかることで整備や活用をはか

ることでその魅力を PRし、湖畔の城下町の歴史を体感していただくことを企図します。 

国宝・重要文化財を含む土屋家刀剣や、藩士たちが遺した多様な文物を広く紹介することで、

国内はもちろん、海外からの観光客にも関心をもっていただけるように情報発信を行います。浜

降り文化や江戸・東京の都市祭礼を受け継ぐ祇園祭については、映像制作などを進めることで、

その魅力を伝えます。かつての土浦城下の主力産業であった醤油醸造業については、博物館の展

示などを通して、その歴史を発信する活動を継続します。 

 
⑤ 措置 

No.29 【重点事業】土浦城跡の整備 

土浦城址整備基本計画において未実施となっている整備事業について、見直しを行いながら事業化を

図っていきます。また、ＶＲ・ＡＲ等を活用した新たな整備手法についても検討します。 
No.32 国宝・重要文化財（「土屋家刀剣」コレクション）の魅力発信 

国宝・重要文化財・重要美術品を含む土屋家刀剣について、展示替えをしながら定期的に公開を行い、

大名刀剣コレクションとしての魅力を発信します。 

No.30 歴史的建造物の整備・活用 

藩校郁文館の正門、矢口家住宅など、未活用の指定文化財を中心に歴史的建造物の整備・活用を図り

ます。所有者・地域と行政が連携しながら整備や活用をしていくことによって、歴史的建造物の魅力

を高め、湖畔の城下町の歴史を体感していただく手段とします。 

No.36 土浦城と城下町、藩士と商人の文化の周知 

土屋家の歴代当主、藩士で絵師の岡部洞水や儒者の関家、国学者の色川三中や教育者沼尻墨僊など、

江戸時代に活躍した土浦の人々に関する資料の収集・調査研究を進め、博物館の総合展示（季節展示）
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や特別展などでその成果を公開していきます。霞ケ浦の水運や水戸街道で江戸と結びついた城下町

で、人々の交流や文化の醸成があったことを周知していきます。 

No.8 「歴史と民俗」映像制作（浜降り・土浦の祇園祭） 

土浦の祇園祭は、江戸の都市祭礼の影響を受けた城下町祭礼の特色を示す一方、霞ケ浦の浜降り文化

の特徴も有しています。土浦の祇園祭の現状を記録に残すとともに、「土浦御祭礼之図」などの祭礼図

を取り上げることで、その歴史的特徴を解説する映像ソフトを制作します。 
No.47 食文化・特産品の PR、振興 

江戸時代の土浦の主力産業であった醤油醸造業については、醤油屋仲間証文帳などの史料を博物館で

展示公開することにより、その歴史を発信していきます。また、市内に唯一残る柴沼醤油醸造とも連

携をはかりながら、地域ブランドの PR に貢献していきます。 

 
 
 
 
（４）関連文化財群Ⅳ 郷土から天文まで、教育先進地のまなざし 

 

① 概要 

江戸時代後期、土浦城内には藩校郁文館が設けられ、

藩士子弟の教育にあたりました。また、城下では沼尻墨

僊が私塾「天章堂」を開き、商家の子供たちが学びまし

た。墨僊は地理や天文にも関心を示し、傘式地球儀や渾

天儀を創作しています。明治時代以降も、土浦は茨城県

南部の教育の先進地として在り続けました。県内で最初

に開園した土浦幼稚園には、明治時代からの幼児教育教

材が残されています。現存する旧茨城県立土浦中学校本

館は、明治時代後期に建てられた洋風建築のモダンな校

舎で、国の重要文化財に指定されています。 

 
歴史文化遺産の具体例 関連文化財群との関わり（ポイント） 

郁文館の正門 

〔市指定文化財〕 

土浦第一中学校の敷地内にある土浦藩校の正門。郁文館は寛政 11 年
（1799）に優秀な人材を育てるため藩主土屋英直が創設した。その後、
天保 10 年（1839）藩主寅直のときに現在の中学校の敷地へ移転した。門
はその時のものである。 

傘式地球儀・渾天儀などを
含む沼尻墨僊関係資料 
〔市指定文化財〕 

沼尻墨僊が創作した大輿地球儀は開閉が可能なことから傘式地球儀とも
よばれる。日本最古の印刷による地球儀である。墨僊は地理や天文に関
心をもち、天体観測のための渾天儀などを製作した。先端的な知識を有
する教育者であった。 

土浦幼稚園関係資料 

〔未指定〕 

茨城県最初の幼稚園で、土浦町の人々の支援をうけ、当時としては最新
の教材や教具が整えられた。120 年以上の歴史をもつ全国屈指の伝統を
誇る幼稚園である。明治期から昭和初期にかけての幼児教育教材がまと
まって残されている。 

旧茨城県立土浦中学校本館

〔国指定重要文化財〕 

明治 37 年（1904）に竣工したゴシック様式を基本とする洋風建築の校舎。
近代化政策の一環として、教育施設の西洋化意匠が図られる中で生まれ
た先進教育を象徴する建物。設計者は茨城県技師の駒杵勤治である。 

時間軸 

空間軸 
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② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

未指定 歴史資料 垂松亭八景詩巻 中央／土浦市 

未指定 遺跡（史跡） 垂松亭跡 小松／小松二十三夜尊 

未指定 歴史資料 霞浦八景扁額（沼尻墨僊画） 小松／小松二十三夜尊 

未指定 古文書 藤森弘庵著「航湖紀勝」 中央／土浦市 

県指定 歴史資料 色川三中関係史料 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 坤輿万国全図 中央／土浦市 

未指定 歴史資料 訂正四十二国人物図説 中央／土浦市 

未指定 歴史資料 山村才助贈位紀恩之碑（亀城公園内） 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 地球万国図説 中央／個人 

市指定 歴史資料 大輿地球儀 中央／個人 

市指定 歴史資料 渾天儀 中央／個人 

市指定 歴史資料 算額 中央／瀧泉寺 

市指定 建造物 郁文館の正門 文京町／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 大久保要の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 木原老谷の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 佐久良東雄の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 五十嵐愛山の墓 文京町／神龍寺 

市指定 遺跡（史跡） 沼尻墨僊の墓 大手町／瀧泉寺（華蔵院） 

未指定 古文書 入門姓名録（天章堂の門人帳） 中央／個人 

市指定 遺跡（史跡） 退筆塚の碑 中央／中央一丁目 

未指定 古文書 尾形家文書（商家の女子教育関係資料） 中央／個人 

未指定 歴史資料 土浦幼稚園関係資料（幼児教育教材） 文京町／土浦市 

国指定 建造物 旧茨城県立土浦中学校本館 真鍋／茨城県 

未指定 有形民俗 裁縫雛形 中央／土浦市 

県指定 動物、植物、地質鉱物

（天然記念物） 
真鍋のサクラ 真鍋／土浦市 

 
③ 現状と課題 

 博物館の展示活動や市史編さん事業により沼尻墨僊や色川三中などの市井の知識人・文化人た

ちの活動を具体的に示すことができるようになりました。その成果を広く市民と共有する必要

があります。 

 一方、未だ実態が不明な藩校での教育や講師たちの来歴・思想について、新たな土浦市史の編

さんなどを通して明らかにしていくことが必要です。 

 土浦幼稚園に残された幼児教育教材は、全国的にみても貴重な教育遺産であり、その価値を市

民や来街者、研究者らと広く共有していくことが求められます。 

 旧茨城県立土浦中学校本館や真鍋のサクラなど、学校や同窓会・地域と連携を図りながら、土

浦の重要な教育資産を広く周知することが大切です。 

 現状、本市には優れた教育遺産が数多く残されているにも関わらず、それらが個別分散的に存

在していることもあって、効果的な活用が図られていません。地域の近代化に寄与した優れた
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教育遺産を一体的・総合的に把握することで、地域固有の歴史文化遺産として発信していくこ

とが必要です。 

 
④ 方針 

土浦藩の藩校「郁文館」や沼尻墨僊の私塾「天章堂」などの近世期の教育と、土浦幼稚園関係

資料や旧茨城県立土浦中学校本館などの近代教育を象徴する教育遺産について、その総合的・一

体的な保存と活用を目指します。 

市史編さん事業の一環として、未だ十分な成果を得られていない土浦藩での教育者や教授法に

ついて、その実態を明らかにしていきます。また、土浦幼稚園関係資料は全国的にみても希少な

幼児教育教材であり、文化財指定に向けた調査などを行い、その価値を再確認していきます。 

これまで個別に評価されてきた土浦の教育遺産を総合的・一体的に捉え直していくことで、そ

の価値を高めていきます。その成果は、博物館で実施する「郷土教育」や、各種講座などのメニ

ューとして設定することにします。先進教育の地として土浦を捉え、新たな魅力を発信していき

ます。 

また、貴重な教育遺産を有する幼稚園・学校はもちろん、それらの保全・公開に関わっている

進修同窓会（土浦第一高等学校卒業生）や真鍋のサクラ保存会などの地域団体と連携を図りなが

ら、その活動を支援していきます。 

 
⑤ 措置 

No.38 【重点事業】近代の歴史文化遺産（教育関係）の再発見 

藩校郁文館や沼尻墨僊の私塾天章堂、それに続く近代の学校など、これまで個別に評価されてきた土

浦の教育関係遺産を総合的・一体的な視点で捉え直し、その価値を高めていきます。その成果につい

ては、博物館の総合展示で紹介をしたり、講座のメニューに設定することで普及をはかります。 

No.20 〔中核事業〕『新編土浦市史』の刊行 

市制 100 周年（令和 22 年度）の『新編 土浦市史』刊行に向けた調査のなかで、藤森弘庵・木原老

谷・五十嵐愛山など土浦藩の教育者やその教授法について、その実態を明らかにしていきます。 

No.52 〔中核事業〕郷土教育の充実 

土浦の優れた歴史文化遺産を子どもたちに知ってもらうため、郷土教育を充実させます。本関連文化

財群との関わりでは、大輿地球儀を創作した沼尻墨僊や、土浦藩の藩校での授業方法などを題材にし

て、近世から近代の土浦で先進的かつ質の高い教育が行われていたことを理解してもらいます。 
No.71 新規指定文化財・登録文化財の検討・調査 

明治期以降の幼児教育教材である土浦幼稚園関係資料は、全国的にみても貴重な歴史文化遺産ですが

文化財の指定などを受けていません。幼児教育教材としての価値を確認するとともに、将来的な文化

財指定に向けた調査を実施していきます。 
No.61 個別文化財の保存・活用に関わる事業を行っている団体との連携・支援 

旧茨城県立土浦中学校本館の公開を行っている進修同窓会や、真鍋のサクラの保存継承に向けて取り

組んでいる地元の真鍋のサクラ保存会などと連携をして、歴史文化遺産の保存・活用に資するよう支

援を行っていきます。 
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② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

未指定 歴史資料 垂松亭八景詩巻 中央／土浦市 

未指定 遺跡（史跡） 垂松亭跡 小松／小松二十三夜尊 

未指定 歴史資料 霞浦八景扁額（沼尻墨僊画） 小松／小松二十三夜尊 

未指定 古文書 藤森弘庵著「航湖紀勝」 中央／土浦市 

県指定 歴史資料 色川三中関係史料 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 坤輿万国全図 中央／土浦市 

未指定 歴史資料 訂正四十二国人物図説 中央／土浦市 

未指定 歴史資料 山村才助贈位紀恩之碑（亀城公園内） 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 地球万国図説 中央／個人 

市指定 歴史資料 大輿地球儀 中央／個人 

市指定 歴史資料 渾天儀 中央／個人 

市指定 歴史資料 算額 中央／瀧泉寺 

市指定 建造物 郁文館の正門 文京町／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 大久保要の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 木原老谷の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 佐久良東雄の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 五十嵐愛山の墓 文京町／神龍寺 

市指定 遺跡（史跡） 沼尻墨僊の墓 大手町／瀧泉寺（華蔵院） 

未指定 古文書 入門姓名録（天章堂の門人帳） 中央／個人 

市指定 遺跡（史跡） 退筆塚の碑 中央／中央一丁目 

未指定 古文書 尾形家文書（商家の女子教育関係資料） 中央／個人 

未指定 歴史資料 土浦幼稚園関係資料（幼児教育教材） 文京町／土浦市 

国指定 建造物 旧茨城県立土浦中学校本館 真鍋／茨城県 

未指定 有形民俗 裁縫雛形 中央／土浦市 

県指定 動物、植物、地質鉱物

（天然記念物） 
真鍋のサクラ 真鍋／土浦市 

 
③ 現状と課題 

 博物館の展示活動や市史編さん事業により沼尻墨僊や色川三中などの市井の知識人・文化人た

ちの活動を具体的に示すことができるようになりました。その成果を広く市民と共有する必要

があります。 

 一方、未だ実態が不明な藩校での教育や講師たちの来歴・思想について、新たな土浦市史の編

さんなどを通して明らかにしていくことが必要です。 

 土浦幼稚園に残された幼児教育教材は、全国的にみても貴重な教育遺産であり、その価値を市

民や来街者、研究者らと広く共有していくことが求められます。 

 旧茨城県立土浦中学校本館や真鍋のサクラなど、学校や同窓会・地域と連携を図りながら、土

浦の重要な教育資産を広く周知することが大切です。 

 現状、本市には優れた教育遺産が数多く残されているにも関わらず、それらが個別分散的に存

在していることもあって、効果的な活用が図られていません。地域の近代化に寄与した優れた
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教育遺産を一体的・総合的に把握することで、地域固有の歴史文化遺産として発信していくこ

とが必要です。 

 
④ 方針 

土浦藩の藩校「郁文館」や沼尻墨僊の私塾「天章堂」などの近世期の教育と、土浦幼稚園関係

資料や旧茨城県立土浦中学校本館などの近代教育を象徴する教育遺産について、その総合的・一

体的な保存と活用を目指します。 

市史編さん事業の一環として、未だ十分な成果を得られていない土浦藩での教育者や教授法に

ついて、その実態を明らかにしていきます。また、土浦幼稚園関係資料は全国的にみても希少な

幼児教育教材であり、文化財指定に向けた調査などを行い、その価値を再確認していきます。 

これまで個別に評価されてきた土浦の教育遺産を総合的・一体的に捉え直していくことで、そ

の価値を高めていきます。その成果は、博物館で実施する「郷土教育」や、各種講座などのメニ

ューとして設定することにします。先進教育の地として土浦を捉え、新たな魅力を発信していき

ます。 

また、貴重な教育遺産を有する幼稚園・学校はもちろん、それらの保全・公開に関わっている

進修同窓会（土浦第一高等学校卒業生）や真鍋のサクラ保存会などの地域団体と連携を図りなが

ら、その活動を支援していきます。 

 
⑤ 措置 

No.38 【重点事業】近代の歴史文化遺産（教育関係）の再発見 

藩校郁文館や沼尻墨僊の私塾天章堂、それに続く近代の学校など、これまで個別に評価されてきた土

浦の教育関係遺産を総合的・一体的な視点で捉え直し、その価値を高めていきます。その成果につい

ては、博物館の総合展示で紹介をしたり、講座のメニューに設定することで普及をはかります。 

No.20 〔中核事業〕『新編土浦市史』の刊行 

市制 100 周年（令和 22 年度）の『新編 土浦市史』刊行に向けた調査のなかで、藤森弘庵・木原老

谷・五十嵐愛山など土浦藩の教育者やその教授法について、その実態を明らかにしていきます。 

No.52 〔中核事業〕郷土教育の充実 

土浦の優れた歴史文化遺産を子どもたちに知ってもらうため、郷土教育を充実させます。本関連文化

財群との関わりでは、大輿地球儀を創作した沼尻墨僊や、土浦藩の藩校での授業方法などを題材にし

て、近世から近代の土浦で先進的かつ質の高い教育が行われていたことを理解してもらいます。 
No.71 新規指定文化財・登録文化財の検討・調査 

明治期以降の幼児教育教材である土浦幼稚園関係資料は、全国的にみても貴重な歴史文化遺産ですが

文化財の指定などを受けていません。幼児教育教材としての価値を確認するとともに、将来的な文化

財指定に向けた調査を実施していきます。 
No.61 個別文化財の保存・活用に関わる事業を行っている団体との連携・支援 

旧茨城県立土浦中学校本館の公開を行っている進修同窓会や、真鍋のサクラの保存継承に向けて取り

組んでいる地元の真鍋のサクラ保存会などと連携をして、歴史文化遺産の保存・活用に資するよう支

援を行っていきます。 
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（５）関連文化財群Ⅴ 水郷の遊覧都市と海軍航空隊の記憶 

 

① 概要 

 大正時代、霞ヶ浦海軍航空隊が阿見村（現阿見町）に開設され

たことで、土浦は海軍航空隊を支える街として新たな展開をと

げます。土浦全国花火競技大会は、航空隊の殉職者の慰霊など

を目的として、大正時代に始められたものです。ドイツの飛行

船ツェッペリン伯号が世界一周の途次で立ち寄ったり、リンド

バーグ機が太平洋横断をして飛来するなど、霞ケ浦は日本の空

の玄関口となりました。戦争が激しくなると、土浦は首都防衛

上の重要な地方都市として位置づけられ、「空都」と呼ばれるよ

うになります。 

 
代表的な構成歴史文化遺産 関連文化財群との関わり（ポイント） 

商家建築・看板建築など〔一

部は登録文化財〕 
いわゆる看板建築や教会など近代的な建築が街の中に残る。また、海軍
関係者が利用した老舗もみられる。これらの建物は海軍航空隊の玄関口
として栄えた往時の街の面影を伝えるものとなっている。 

霞ヶ浦海軍航空隊・土浦海軍
航空隊（予科練）関係資料〔未
指定〕 

海軍航空隊の玄関口として栄えた土浦には、航空隊とくに予科練とのつ
ながりを示す資料が残されている。また、土浦の街には海軍の需要に応
えた料亭やパン屋など海軍を支えともに発展してきた店がある。 

海軍関係の遺構や戦争遺跡
〔未指定〕 

海軍航空隊は現在の阿見町域を中心に開設されたが、海軍航空廠や海軍
病院などは本市内に設置された。また、戦争が激しくなる中で、臨時の
飛行場や掩体壕、防空壕などが造られ、その遺構が眠っている。 

花火大会関係資料〔未指定〕 日本三大花火に数えられる土浦全国花火競技大会は、海軍航空隊の殉職
者の慰霊と商業の振興のため、神龍寺の住職秋元梅峯によって始められ
た。現在は、内閣総理大臣賞をはじめ権威ある賞を授与する花火競技大
会にまで成長した。 

 
② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

国登録 建造物 旧野村さとう店（まちかど蔵野村） 中央／土浦市 

未指定 建造物 土浦聖バルナバ教会 大手町／個人 

未指定 建造物 看板建築の建物（武蔵屋ほか） 川口ほか／個人 

未指定 絵画 熊岡美彦「土浦繭糸市場勅使差遣之図」（土浦市収蔵美術品） 大和町／土浦市 

未指定 遺跡（史跡） 筑波鉄道跡（つくば霞ヶ浦りんりんロード） 真鍋ほか／茨城県 

未指定 無形民俗 屋形船での舟遊び 霞ケ浦ほか 

未指定 歴史資料 植桜碑（桜川のサクラ植樹記念碑） 千束町ほか／道祖神社ほか 

未指定 名勝地 桜川堤 桜川／茨城県・土浦市 

未指定 工芸 かすみ人形（たにし人形） 中央／霞人形保存会 

未指定 建造物 霞月楼 中央／個人 

未指定 歴史資料 ツェッペリン乗務員・予科練関係資料 中央／霞月楼 

未指定 建造物 保立食堂 中央／個人 

時間軸 

空間軸 
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未指定 建造物 吾妻庵 中央／個人 

未指定 建造物 海軍住宅（城藤茶店） 中央／個人 

未指定 遺跡（史跡） 旧霞ヶ浦海軍病院内の遺構 下高津／国立病院機構 

未指定 歴史資料 第一海軍航空廠忠霊碑 真鍋／八坂神社 

未指定 歴史資料 日先神社奉納プロペラ 右籾／日先神社 

未指定 歴史資料 海軍航空隊殉職者供養塔 文京町／神龍寺 

未指定 彫刻 秋元梅峯胸像 文京町／神龍寺 

未指定 土浦遺産 土浦全国花火競技大会 桜川畔（学園大橋付近）／土浦市 

未指定 歴史資料 花火大会プログラム（大正時代～昭和初期） 中央／土浦市 

未指定 有形民俗 花火筒 中村西根ほか／土浦市 

未指定 歴史資料 絵葉書「空都水郷の土浦」 中央／土浦市 

未指定 歴史資料 霞ヶ浦海軍航空隊戦没者慰霊碑 大岩田／法泉寺 

未指定 遺跡（史跡） 大岩田の一本松 大岩田／民地 

未指定 遺跡（史跡） 飛行場の掩体壕（烏山 A遺跡） 烏山／個人 

未指定 歴史資料 青い目の人形 文京町／土浦市 

未指定 古文書 機関紙「惜春」（真鍋菊田家文書のうち） 中央／土浦市 

未指定 建造物 紫山塾 真鍋／個人 

 
③ 現状と課題 

 旧城下町の伝統を受け継ぎつつ、「水郷」の近代都市・遊覧都市として発展してきた土浦は、海

軍航空隊の玄関口となることで新たな展開をとげました。しかし、都市化の進展により市街地

の水辺空間は消失し、水郷の遊覧都市としての面影は薄まってしまいました。また、かつて「空

都」とも呼ばれた地域の歴史を知る人も少なくなりました。 

 中城通りをはじめとする旧市街地には、土蔵造の建物や看板建築などが散在しています。町並

み景観を維持するためには、景観保全に対する理解が必要であり、近代建築の魅力を広く周知

していく活動が大切です。 

 屋形船での舟遊びや、船上からの桜川堤の花見など、かつては水郷土浦を楽しむ観光イベント

が盛んでした。その歴史的な背景や魅力について情報を発信し、活性化に寄与することが必要

です。 

 博物館が進めてきた「戦争の記憶」収集事業などの成果をもとに、戦争に関する記憶のアーカ

イブスを充実させ、平和の大切さを考える機会を創出することが大切です。 

 海軍航空隊関係資料の散逸や戦争遺構の風化を防ぐとともに、阿見町の予科練平和記念館など

周辺施設とも連携をしながら、資料の保全を図っていくことが必要です。 

 土浦全国花火競技大会の魅力を発信し続けるとともに、茨城県南部における農村の花火文化の

調査などを実施し、花火のブランド力をさらに高めることが求められます。 

 

④ 方針 

遊覧都市として花開いた水郷土浦の歴史と文化について、引き続き関連する資料の収集と整理

に務め、その成果を市史編さん事業に反映していきます。遊覧都市を代表するイベントとなった

土浦の花火や桜まつりについては、その歴史と文化を広く啓蒙するため、イベントにあわせた博

物館の展示活動や講座の開催などを継続していきます。あわせて、農村の花火文化である「大畑

からかさ万灯」のＰＲにもつとめてまいります。 
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（５）関連文化財群Ⅴ 水郷の遊覧都市と海軍航空隊の記憶 

 

① 概要 

 大正時代、霞ヶ浦海軍航空隊が阿見村（現阿見町）に開設され

たことで、土浦は海軍航空隊を支える街として新たな展開をと

げます。土浦全国花火競技大会は、航空隊の殉職者の慰霊など

を目的として、大正時代に始められたものです。ドイツの飛行

船ツェッペリン伯号が世界一周の途次で立ち寄ったり、リンド

バーグ機が太平洋横断をして飛来するなど、霞ケ浦は日本の空

の玄関口となりました。戦争が激しくなると、土浦は首都防衛

上の重要な地方都市として位置づけられ、「空都」と呼ばれるよ

うになります。 

 
代表的な構成歴史文化遺産 関連文化財群との関わり（ポイント） 

商家建築・看板建築など〔一

部は登録文化財〕 
いわゆる看板建築や教会など近代的な建築が街の中に残る。また、海軍
関係者が利用した老舗もみられる。これらの建物は海軍航空隊の玄関口
として栄えた往時の街の面影を伝えるものとなっている。 

霞ヶ浦海軍航空隊・土浦海軍
航空隊（予科練）関係資料〔未
指定〕 

海軍航空隊の玄関口として栄えた土浦には、航空隊とくに予科練とのつ
ながりを示す資料が残されている。また、土浦の街には海軍の需要に応
えた料亭やパン屋など海軍を支えともに発展してきた店がある。 

海軍関係の遺構や戦争遺跡
〔未指定〕 

海軍航空隊は現在の阿見町域を中心に開設されたが、海軍航空廠や海軍
病院などは本市内に設置された。また、戦争が激しくなる中で、臨時の
飛行場や掩体壕、防空壕などが造られ、その遺構が眠っている。 

花火大会関係資料〔未指定〕 日本三大花火に数えられる土浦全国花火競技大会は、海軍航空隊の殉職
者の慰霊と商業の振興のため、神龍寺の住職秋元梅峯によって始められ
た。現在は、内閣総理大臣賞をはじめ権威ある賞を授与する花火競技大
会にまで成長した。 

 
② 構成歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

国登録 建造物 旧野村さとう店（まちかど蔵野村） 中央／土浦市 

未指定 建造物 土浦聖バルナバ教会 大手町／個人 

未指定 建造物 看板建築の建物（武蔵屋ほか） 川口ほか／個人 

未指定 絵画 熊岡美彦「土浦繭糸市場勅使差遣之図」（土浦市収蔵美術品） 大和町／土浦市 

未指定 遺跡（史跡） 筑波鉄道跡（つくば霞ヶ浦りんりんロード） 真鍋ほか／茨城県 

未指定 無形民俗 屋形船での舟遊び 霞ケ浦ほか 

未指定 歴史資料 植桜碑（桜川のサクラ植樹記念碑） 千束町ほか／道祖神社ほか 

未指定 名勝地 桜川堤 桜川／茨城県・土浦市 

未指定 工芸 かすみ人形（たにし人形） 中央／霞人形保存会 

未指定 建造物 霞月楼 中央／個人 

未指定 歴史資料 ツェッペリン乗務員・予科練関係資料 中央／霞月楼 

未指定 建造物 保立食堂 中央／個人 

時間軸 

空間軸 
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未指定 建造物 吾妻庵 中央／個人 

未指定 建造物 海軍住宅（城藤茶店） 中央／個人 

未指定 遺跡（史跡） 旧霞ヶ浦海軍病院内の遺構 下高津／国立病院機構 

未指定 歴史資料 第一海軍航空廠忠霊碑 真鍋／八坂神社 

未指定 歴史資料 日先神社奉納プロペラ 右籾／日先神社 

未指定 歴史資料 海軍航空隊殉職者供養塔 文京町／神龍寺 

未指定 彫刻 秋元梅峯胸像 文京町／神龍寺 

未指定 土浦遺産 土浦全国花火競技大会 桜川畔（学園大橋付近）／土浦市 

未指定 歴史資料 花火大会プログラム（大正時代～昭和初期） 中央／土浦市 

未指定 有形民俗 花火筒 中村西根ほか／土浦市 

未指定 歴史資料 絵葉書「空都水郷の土浦」 中央／土浦市 

未指定 歴史資料 霞ヶ浦海軍航空隊戦没者慰霊碑 大岩田／法泉寺 

未指定 遺跡（史跡） 大岩田の一本松 大岩田／民地 

未指定 遺跡（史跡） 飛行場の掩体壕（烏山 A遺跡） 烏山／個人 

未指定 歴史資料 青い目の人形 文京町／土浦市 

未指定 古文書 機関紙「惜春」（真鍋菊田家文書のうち） 中央／土浦市 

未指定 建造物 紫山塾 真鍋／個人 

 
③ 現状と課題 

 旧城下町の伝統を受け継ぎつつ、「水郷」の近代都市・遊覧都市として発展してきた土浦は、海

軍航空隊の玄関口となることで新たな展開をとげました。しかし、都市化の進展により市街地

の水辺空間は消失し、水郷の遊覧都市としての面影は薄まってしまいました。また、かつて「空

都」とも呼ばれた地域の歴史を知る人も少なくなりました。 

 中城通りをはじめとする旧市街地には、土蔵造の建物や看板建築などが散在しています。町並

み景観を維持するためには、景観保全に対する理解が必要であり、近代建築の魅力を広く周知

していく活動が大切です。 

 屋形船での舟遊びや、船上からの桜川堤の花見など、かつては水郷土浦を楽しむ観光イベント

が盛んでした。その歴史的な背景や魅力について情報を発信し、活性化に寄与することが必要

です。 

 博物館が進めてきた「戦争の記憶」収集事業などの成果をもとに、戦争に関する記憶のアーカ

イブスを充実させ、平和の大切さを考える機会を創出することが大切です。 

 海軍航空隊関係資料の散逸や戦争遺構の風化を防ぐとともに、阿見町の予科練平和記念館など

周辺施設とも連携をしながら、資料の保全を図っていくことが必要です。 

 土浦全国花火競技大会の魅力を発信し続けるとともに、茨城県南部における農村の花火文化の

調査などを実施し、花火のブランド力をさらに高めることが求められます。 

 

④ 方針 

遊覧都市として花開いた水郷土浦の歴史と文化について、引き続き関連する資料の収集と整理

に務め、その成果を市史編さん事業に反映していきます。遊覧都市を代表するイベントとなった

土浦の花火や桜まつりについては、その歴史と文化を広く啓蒙するため、イベントにあわせた博

物館の展示活動や講座の開催などを継続していきます。あわせて、農村の花火文化である「大畑

からかさ万灯」のＰＲにもつとめてまいります。 
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海軍航空隊に関連する土浦の歴史文化遺産については、「空都」をキーワードにして保存・活用

をはかります。街の老舗などに残されている飛行船ツェッペリン伯号や海軍航空隊関係資料の調

査を行ったり、博物館の「市民の記憶」収集事業の成果を活かして、土浦の街と航空隊との関わ

りを再確認していきます。その成果は、パンフレット・まち歩きマップなどの媒体で周知し、博

物館の展示活動にも還元していきます。また、戦争の記録を後世に伝えるため、近代を生き抜い

た市民たちの証言を記録したアーカイブスを充実します。 

土浦の近代史を特徴づける「遊覧都市」「空都」などのテーマは、近年の博物館の資料収集・調

査研究・展覧会活動の成果のひとつです。博物館ではその成果を総合展示に反映させるため、メ

ッセージ展示の刷新を計画していきます。 

近現代の歴史文化遺産については、文化財指定を受けているものが少ない一方で、未来に伝え

るべきものが数多く含まれています。市街地に残る歴史的建造物については、今後策定予定の「歴

史的風致維持向上計画」などとも連動しながら、その保全を図ります。あわせて、予科練平和記

念館など近隣の施設と連携しながら、地域全体として資料の保全と活用を目指していきます。 

 
⑤ 措置 

No.38 【重点事業】近代の歴史文化遺産（空都関係）の再発見 

海軍ゆかりの老舗などに残されている飛行船ツェッペリン伯号・航空隊関係資料や、海軍関係の建物

などについて調査を行い、「空都」と呼ばれた時代の土浦の歴史を明らかにしていきます。その成果

は、タブロイド版の案内やまち歩きマップなどの手に取りやすい媒体をもって周知をはかり、「空都」

土浦を散策する際の手引きとします。また、博物館の展示活動にも還元していきます。 
No.20 〔中核事業〕『新編土浦市史』の刊行 

遊覧都市として花開いた水郷土浦の様相や、海軍航空隊と土浦の歴史について、引き続き資料の収集

や調査研究を行い、その成果を市制 100 周年（令和 22 年度）を目途に刊行する『新編 土浦市史』に

反映していきます。 

No.8 「歴史と民俗」映像制作（戦争の記憶音声アーカイブス） 

戦争の記録と記憶を後世に伝えるため、音声アーカイブスを充実させます。戦時を生き抜いた市民た

ちが残した声を、博物館情報ライブラリーで視聴できるように整備します。 
No.22 土浦市立博物館メッセージ展示の更新 

近年の展示・調査研究で見いだされた「遊覧都市」「空都」などの地域像について、博物館の総合展示

に反映させるため、メッセージ展示の刷新を計画していきます。 

No.41 歴史的風致維持向上計画との連携（予定） 

市内に残る近代建築（看板建築・土浦聖バルナバ教会など）や海軍ゆかりの建造物について、策定を

予定している歴史的風致維持向上計画との整合を図りながら、町並みの保全などを行っていきます。 

No.44 「土浦の花火」ブランド力の強化 

土浦全国花火競技大会にあわせて、博物館では花火大会の歴史や花火文化に関する資料の展示紹介を

行い、一層のブランド力の強化を図ります。 
No.70 歴史文化遺産を活かすための近隣市町村の博物館・教育委員会との連携（予科練

平和記念館など） 

阿見町の予科練平和記念館と連携することにより、歴史文化遺産の保存・活用に取り組みます。 
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４．文化財保存活用区域 

文化財をその周辺環境も含めて面的に保存・活用するための枠組みです。市町村が独自に設定

する戦略的な計画区域であり、文化財が集中する区域を設定して保存・活用を図ることで、魅力

的な空間の創出につなげることを目的としています。 

 

（１）文化財保存活用区域全体に関わる現状と課題 

第４章で述べたように、現在、本市では施設周辺の環境や歴史文化遺産を活かした講座を開催

しています。上高津貝塚ふるさと歴史の広場では、近隣の遺跡や文化財を歩いてめぐる講座、博

物館では、土浦城跡に関わる遺構などを巡る「土浦城ウォッチング」講座などを開催しています。

さらに、筑波山地域ジオパークの活動として、ジオサイトと歴史文化遺産をめぐる講座なども開

催されているほか、地区公民館講座では、観光ボランティアガイドの協力を得て古道探索などの

講座を開催しています。また、本市の観光ガイドマップは、商工観光課発行の「土浦観光ガイド」、

商工会議所発行の「土浦古絵図ぶらりまち歩きマップ」があり、各施設等で配布しています。こ

れらは、ホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。「土浦観光ガイド」では歴史

に関するモデルコースが紹介されており、「土浦古絵図ぶらりまち歩きマップ」では土浦城周辺

の文化財が紹介されています。 

しかし、歴史文化遺産を巡る講座はいずれも、展覧会の関連行事などとして間欠的に実施され

ており、常設の講座ではありません。マップについては、前述の観光ガイドマップ以外にも、「土

浦市新治地区の石仏ガイドマップ」や、特別展に関連したマップが作成されています。ただし、

配布時期が限られているものが多く、内容も文化財の紹介に終始し、周遊までを意識したものは

少ないのが現状です。なにより、本市が現在、戦略的に取り組んでいるサイクリングを活用した

地域活性化事業との連携が十分とはいえません。 

 

（２）つくば霞ヶ浦りんりんロードと「自転車のまち つちうら」へ向けた土浦市の取組 

つくば霞ヶ浦りんりんロードは、旧筑波鉄道の線路跡（つくばりんりんロード）と霞ケ浦を周

回する湖岸道路（霞ケ浦自転車道）を合わせた全長約 180km のサイクリングルートです。日本を

代表し、世界に誇れるサイクリングルートとして、令和元年（2019）に第１弾のナショナルサイ

クルルートのひとつに選ばれました。平坦で走りやすいことが特徴であり、水郷筑波国定公園の

豊かな景観を楽しみながら、サイクリングできるルートとなっています。 

つくば霞ヶ浦りんりんロードの筑波山コースと霞ケ浦コースの結節点である本市は、サイクリ

ングを核としたまちづくりを進めてきました。JR土浦駅と直結し、自転車乗り入れ可能な駅ビル

である「プレイアトレ土浦」には、星野リゾートによる駅直結ホテル「BEB5 土浦」、サイクリン

グ拠点「りんりんスクエア土浦」が開業しており、レンタサイクルや、自転車を電車で運ぶ「輪

行」によるサイクリングの出発点として機能しています。 

霞ケ浦湖畔には休憩スペースやシャワー、約 100 台の駐車場を備えた拠点施設「りんりんポー

ト土浦」がオープンし、車に自転車を積んでサイクリングを楽しむ「車載輪行」の発着点となっ

ています。こうした施策により、週末になれば土浦駅周辺はサイクリストによって賑わうように

なってきました。一方、アンケート調査によれば、サイクリストの約 70%が、本市内での消費金
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海軍航空隊に関連する土浦の歴史文化遺産については、「空都」をキーワードにして保存・活用

をはかります。街の老舗などに残されている飛行船ツェッペリン伯号や海軍航空隊関係資料の調

査を行ったり、博物館の「市民の記憶」収集事業の成果を活かして、土浦の街と航空隊との関わ

りを再確認していきます。その成果は、パンフレット・まち歩きマップなどの媒体で周知し、博

物館の展示活動にも還元していきます。また、戦争の記録を後世に伝えるため、近代を生き抜い

た市民たちの証言を記録したアーカイブスを充実します。 

土浦の近代史を特徴づける「遊覧都市」「空都」などのテーマは、近年の博物館の資料収集・調

査研究・展覧会活動の成果のひとつです。博物館ではその成果を総合展示に反映させるため、メ

ッセージ展示の刷新を計画していきます。 

近現代の歴史文化遺産については、文化財指定を受けているものが少ない一方で、未来に伝え

るべきものが数多く含まれています。市街地に残る歴史的建造物については、今後策定予定の「歴

史的風致維持向上計画」などとも連動しながら、その保全を図ります。あわせて、予科練平和記

念館など近隣の施設と連携しながら、地域全体として資料の保全と活用を目指していきます。 

 
⑤ 措置 

No.38 【重点事業】近代の歴史文化遺産（空都関係）の再発見 

海軍ゆかりの老舗などに残されている飛行船ツェッペリン伯号・航空隊関係資料や、海軍関係の建物

などについて調査を行い、「空都」と呼ばれた時代の土浦の歴史を明らかにしていきます。その成果

は、タブロイド版の案内やまち歩きマップなどの手に取りやすい媒体をもって周知をはかり、「空都」

土浦を散策する際の手引きとします。また、博物館の展示活動にも還元していきます。 
No.20 〔中核事業〕『新編土浦市史』の刊行 

遊覧都市として花開いた水郷土浦の様相や、海軍航空隊と土浦の歴史について、引き続き資料の収集

や調査研究を行い、その成果を市制 100 周年（令和 22 年度）を目途に刊行する『新編 土浦市史』に

反映していきます。 

No.8 「歴史と民俗」映像制作（戦争の記憶音声アーカイブス） 

戦争の記録と記憶を後世に伝えるため、音声アーカイブスを充実させます。戦時を生き抜いた市民た

ちが残した声を、博物館情報ライブラリーで視聴できるように整備します。 
No.22 土浦市立博物館メッセージ展示の更新 

近年の展示・調査研究で見いだされた「遊覧都市」「空都」などの地域像について、博物館の総合展示

に反映させるため、メッセージ展示の刷新を計画していきます。 

No.41 歴史的風致維持向上計画との連携（予定） 

市内に残る近代建築（看板建築・土浦聖バルナバ教会など）や海軍ゆかりの建造物について、策定を

予定している歴史的風致維持向上計画との整合を図りながら、町並みの保全などを行っていきます。 

No.44 「土浦の花火」ブランド力の強化 

土浦全国花火競技大会にあわせて、博物館では花火大会の歴史や花火文化に関する資料の展示紹介を

行い、一層のブランド力の強化を図ります。 
No.70 歴史文化遺産を活かすための近隣市町村の博物館・教育委員会との連携（予科練

平和記念館など） 

阿見町の予科練平和記念館と連携することにより、歴史文化遺産の保存・活用に取り組みます。 
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４．文化財保存活用区域 

文化財をその周辺環境も含めて面的に保存・活用するための枠組みです。市町村が独自に設定

する戦略的な計画区域であり、文化財が集中する区域を設定して保存・活用を図ることで、魅力

的な空間の創出につなげることを目的としています。 

 

（１）文化財保存活用区域全体に関わる現状と課題 

第４章で述べたように、現在、本市では施設周辺の環境や歴史文化遺産を活かした講座を開催

しています。上高津貝塚ふるさと歴史の広場では、近隣の遺跡や文化財を歩いてめぐる講座、博

物館では、土浦城跡に関わる遺構などを巡る「土浦城ウォッチング」講座などを開催しています。

さらに、筑波山地域ジオパークの活動として、ジオサイトと歴史文化遺産をめぐる講座なども開

催されているほか、地区公民館講座では、観光ボランティアガイドの協力を得て古道探索などの

講座を開催しています。また、本市の観光ガイドマップは、商工観光課発行の「土浦観光ガイド」、

商工会議所発行の「土浦古絵図ぶらりまち歩きマップ」があり、各施設等で配布しています。こ

れらは、ホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。「土浦観光ガイド」では歴史

に関するモデルコースが紹介されており、「土浦古絵図ぶらりまち歩きマップ」では土浦城周辺

の文化財が紹介されています。 

しかし、歴史文化遺産を巡る講座はいずれも、展覧会の関連行事などとして間欠的に実施され

ており、常設の講座ではありません。マップについては、前述の観光ガイドマップ以外にも、「土

浦市新治地区の石仏ガイドマップ」や、特別展に関連したマップが作成されています。ただし、

配布時期が限られているものが多く、内容も文化財の紹介に終始し、周遊までを意識したものは

少ないのが現状です。なにより、本市が現在、戦略的に取り組んでいるサイクリングを活用した

地域活性化事業との連携が十分とはいえません。 

 

（２）つくば霞ヶ浦りんりんロードと「自転車のまち つちうら」へ向けた土浦市の取組 

つくば霞ヶ浦りんりんロードは、旧筑波鉄道の線路跡（つくばりんりんロード）と霞ケ浦を周

回する湖岸道路（霞ケ浦自転車道）を合わせた全長約 180km のサイクリングルートです。日本を

代表し、世界に誇れるサイクリングルートとして、令和元年（2019）に第１弾のナショナルサイ

クルルートのひとつに選ばれました。平坦で走りやすいことが特徴であり、水郷筑波国定公園の

豊かな景観を楽しみながら、サイクリングできるルートとなっています。 

つくば霞ヶ浦りんりんロードの筑波山コースと霞ケ浦コースの結節点である本市は、サイクリ

ングを核としたまちづくりを進めてきました。JR土浦駅と直結し、自転車乗り入れ可能な駅ビル

である「プレイアトレ土浦」には、星野リゾートによる駅直結ホテル「BEB5 土浦」、サイクリン

グ拠点「りんりんスクエア土浦」が開業しており、レンタサイクルや、自転車を電車で運ぶ「輪

行」によるサイクリングの出発点として機能しています。 

霞ケ浦湖畔には休憩スペースやシャワー、約 100 台の駐車場を備えた拠点施設「りんりんポー

ト土浦」がオープンし、車に自転車を積んでサイクリングを楽しむ「車載輪行」の発着点となっ

ています。こうした施策により、週末になれば土浦駅周辺はサイクリストによって賑わうように

なってきました。一方、アンケート調査によれば、サイクリストの約 70%が、本市内での消費金

− 163 −



6-20 
 

額は 2,000 円以下であると答えており、交流人口の増加を地域振興に結び付けることが課題とい

えます。 

 

（３）「文化財保存活用区域」の設定と方針 

本計画では、文化財の一体的・総合的な保存・活用を図るとともに、本市の進めるサイクリン

グを活用した地域振興に貢献することを目的として、文化財保存活用区域を設定します。設定に

あたっては、①文化財が集中していること、②つくば霞ヶ浦りんりんロード沿い、またはコース

からの周遊圏内にあることを前提として、４つの文化財保存活用区域を設定しました。これらの

区域は、それぞれが一体的なまとまりをもち、区域内での文化財周遊による活用が見込めるとと

もに、つくば霞ヶ浦りんりんロードを介しての、区域間の周遊も視野にいれています。文化財保

存活用区域の設定によって、サイクルツーリズムに文化財を活用することができます。そして、

歴史豊かな本市の魅力を発信し、サイクリングコースから外れた「寄り道」をサイクリストに提

案します。このことにより、サイクリストが観光で訪れる滞在時間を延ばすとともに多様なアク

ティビティを提供し、地域振興への貢献が期待されます。 
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（４）霞ケ浦湖畔文化財保存活用区域 

① 概要 

霞ケ浦湖畔文化財保存活用区域は、土浦入りの湖岸低地と、霞ケ浦に面した台地縁辺部、そし

て霞ケ浦自体です。霞ケ浦の帆引網漁、ハス田の景観といった関連文化財群 Iに係る文化財が多

数存在することが特徴です。低地は縄文時代は海であり、霞ケ浦の汽水化、淡水化に伴って陸地

となり、水田として利用されてきました。昭和 50 年代（1975～）ごろから、レンコン栽培が盛ん

となり、現在では日本一の生産地になりました。また、沖宿港は国の記録選択「霞ケ浦の帆引網

漁の技術」を伝える観光帆曳船の港です。ハス田と霞ケ浦の景観は、霞ケ浦環境科学センターか

ら一望できるほか、霞ヶ浦総合公園からは観光帆曳船の雄姿をみることができます。台地上には、

やはり霞ケ浦と強い関連をもつ歴史文化遺産が残されています。市指定史跡の王塚古墳と后塚古

墳は、霞ケ浦を見下ろす位置に築造されており、水運を掌握した豪族の墳墓と考えられています。 

近世以降、本市はたびたび水害に見舞われてきましたが、色川三郎兵衛はその対策に尽力した

ひとりです。川口町には、色川三郎兵衛の銅像や「旧川口川閘門鉄扉及び排水ポンプ」が所在し

ます。 

区域の南には霞ヶ浦海軍航空隊があったことから、航空隊関係の歴史文化遺産も残されていま

す。大岩田の低地には、霞ヶ浦海軍航空隊の練習生や地元住民に目印として親しまれた「大岩田

の一本松」があります（現在の松は三代目）。太平洋戦争末期には、現在の土浦第三高等学校の

敷地に霞ヶ浦海軍要員研究所が設置され、パイロットの適正検査などが行われました。隣接する

法泉寺には「霞ヶ浦海軍航空隊戦没者慰霊碑」があり、多大な被害を被った阿見大空襲のあった

６月 10 日には、毎年、有志により慰霊のつどいが行われています。 

当区域はつくば霞ヶ浦りんりんロードの霞ケ浦コースを包摂しており、サイクリングの発着点

となる土浦駅東口と、りんりんポート土浦が存在します。また、霞ケ浦の遊覧船発着港である土

浦港を擁しています。 

 

② 区域内の歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

未指定 名勝地（名勝） 霞ケ浦 ― 

市指定 建造物 水天宮本殿 川口／川口三社奉賛会 

市指定 歴史資料 旧川口川閘門鉄扉及び排水ポンプ 川口／土浦市 

未指定 彫刻 色川三郎兵衛銅像 川口／土浦市 

未指定 遺跡（史跡） 天王塚（漂着神） 川口／八坂神社 

市指定 遺跡（史跡） 木田余城跡 木田余／JR東日本 

市指定 遺跡（史跡） 信太範宗の墓 木田余／宝積寺 

未指定 文化的景観 霞ケ浦沿岸のハス田 手野町ほか／民地 

市指定 遺跡（史跡） 王塚古墳 手野町／民地 

市指定 遺跡（史跡） 后塚古墳 手野町／民地 

未指定 無形民俗 浜降りを伴う祇園祭 田村町ほか／各八坂神社 

国選択 無形民俗 霞ケ浦の帆引網漁の技術 沖宿町／土浦帆曳船保存会 
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未指定 遺跡（史跡） 垂松亭跡 小松／小松二十三夜尊 

市指定 彫刻 木造阿弥陀如来立像 小松／小松二十三夜尊 

市指定 彫刻 木造薬師如来坐像及び両脇侍像 小松／小松二十三夜尊 

未指定 遺跡（史跡） 大岩田の一本松 大岩田 

未指定 歴史資料 霞ヶ浦海軍航空隊戦没者慰霊碑 大岩田／法泉寺 

市指定 遺跡（史跡） 小田治朝の墓 沖宿町／海蔵寺 

県指定 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 沖宿町／海蔵寺 

未指定 工芸品 水神宮（祠） 沖宿町・田村町・手野町・川口 

 

③ 課題 

当区域は観光の起点として優れた観光資源を持っていますが、一方で湖岸の自転車道から外れ

た歴史文化遺産まで足を延ばす方は少ないと思われます。また、霞ケ浦やハス田の景観は地域住

民にとってはありふれたものであり、観光資源としての認識や活用の度合いは高くありません。 

 

④ 方針 

当区域ではつくば霞ヶ浦りんりんロードによるサイクルツーリズムを軸とし、区域内の文化財

を目的地とする周遊を促進します。また、湖岸の景観を文化的景観として位置付け、観光資源と

して活用していきます。さらに、東に隣接するかすみがうら市と連携し、霞ケ浦沿岸の古墳めぐ

りなど、歴史文化遺産を活用したコースを提案します。 

 
⑤ 本区域で取り組む事業 

No.40 〔中核事業〕サイクルツーリズムへの文化財の活用 

つくば霞ヶ浦りんりんロードを軸として、文化財周遊のモデルコース提案やマップ作製を行います。 
No.43 〔中核事業〕優れた文化的景観の発掘と PR（霞ケ浦の帆引網漁、ハス田） 

ハス田の景観や霞ケ浦の帆引網漁など、地域における生活や生業、歴史的背景により形成された

文化的景観に関して、活用に向けた調査やＰＲを行います。 

No.69 つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ広域連携 

東に隣接するかすみがうら市には霞ケ浦に関わる歴史文化遺産が数多くあることから、かすみがうら

市と連携をしながら、文化財の周遊ルートの作成などを検討していきます。 
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（４）霞ケ浦湖畔文化財保存活用区域 

① 概要 

霞ケ浦湖畔文化財保存活用区域は、土浦入りの湖岸低地と、霞ケ浦に面した台地縁辺部、そし

て霞ケ浦自体です。霞ケ浦の帆引網漁、ハス田の景観といった関連文化財群 Iに係る文化財が多

数存在することが特徴です。低地は縄文時代は海であり、霞ケ浦の汽水化、淡水化に伴って陸地

となり、水田として利用されてきました。昭和 50 年代（1975～）ごろから、レンコン栽培が盛ん

となり、現在では日本一の生産地になりました。また、沖宿港は国の記録選択「霞ケ浦の帆引網

漁の技術」を伝える観光帆曳船の港です。ハス田と霞ケ浦の景観は、霞ケ浦環境科学センターか

ら一望できるほか、霞ヶ浦総合公園からは観光帆曳船の雄姿をみることができます。台地上には、

やはり霞ケ浦と強い関連をもつ歴史文化遺産が残されています。市指定史跡の王塚古墳と后塚古

墳は、霞ケ浦を見下ろす位置に築造されており、水運を掌握した豪族の墳墓と考えられています。 

近世以降、本市はたびたび水害に見舞われてきましたが、色川三郎兵衛はその対策に尽力した

ひとりです。川口町には、色川三郎兵衛の銅像や「旧川口川閘門鉄扉及び排水ポンプ」が所在し

ます。 

区域の南には霞ヶ浦海軍航空隊があったことから、航空隊関係の歴史文化遺産も残されていま

す。大岩田の低地には、霞ヶ浦海軍航空隊の練習生や地元住民に目印として親しまれた「大岩田

の一本松」があります（現在の松は三代目）。太平洋戦争末期には、現在の土浦第三高等学校の

敷地に霞ヶ浦海軍要員研究所が設置され、パイロットの適正検査などが行われました。隣接する

法泉寺には「霞ヶ浦海軍航空隊戦没者慰霊碑」があり、多大な被害を被った阿見大空襲のあった

６月 10 日には、毎年、有志により慰霊のつどいが行われています。 

当区域はつくば霞ヶ浦りんりんロードの霞ケ浦コースを包摂しており、サイクリングの発着点

となる土浦駅東口と、りんりんポート土浦が存在します。また、霞ケ浦の遊覧船発着港である土

浦港を擁しています。 

 

② 区域内の歴史文化遺産一覧 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

未指定 名勝地（名勝） 霞ケ浦 ― 

市指定 建造物 水天宮本殿 川口／川口三社奉賛会 

市指定 歴史資料 旧川口川閘門鉄扉及び排水ポンプ 川口／土浦市 

未指定 彫刻 色川三郎兵衛銅像 川口／土浦市 

未指定 遺跡（史跡） 天王塚（漂着神） 川口／八坂神社 

市指定 遺跡（史跡） 木田余城跡 木田余／JR東日本 

市指定 遺跡（史跡） 信太範宗の墓 木田余／宝積寺 

未指定 文化的景観 霞ケ浦沿岸のハス田 手野町ほか／民地 

市指定 遺跡（史跡） 王塚古墳 手野町／民地 

市指定 遺跡（史跡） 后塚古墳 手野町／民地 

未指定 無形民俗 浜降りを伴う祇園祭 田村町ほか／各八坂神社 

国選択 無形民俗 霞ケ浦の帆引網漁の技術 沖宿町／土浦帆曳船保存会 

6-23 
 

未指定 遺跡（史跡） 垂松亭跡 小松／小松二十三夜尊 

市指定 彫刻 木造阿弥陀如来立像 小松／小松二十三夜尊 

市指定 彫刻 木造薬師如来坐像及び両脇侍像 小松／小松二十三夜尊 

未指定 遺跡（史跡） 大岩田の一本松 大岩田 

未指定 歴史資料 霞ヶ浦海軍航空隊戦没者慰霊碑 大岩田／法泉寺 

市指定 遺跡（史跡） 小田治朝の墓 沖宿町／海蔵寺 

県指定 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 沖宿町／海蔵寺 

未指定 工芸品 水神宮（祠） 沖宿町・田村町・手野町・川口 

 

③ 課題 

当区域は観光の起点として優れた観光資源を持っていますが、一方で湖岸の自転車道から外れ

た歴史文化遺産まで足を延ばす方は少ないと思われます。また、霞ケ浦やハス田の景観は地域住

民にとってはありふれたものであり、観光資源としての認識や活用の度合いは高くありません。 

 

④ 方針 

当区域ではつくば霞ヶ浦りんりんロードによるサイクルツーリズムを軸とし、区域内の文化財

を目的地とする周遊を促進します。また、湖岸の景観を文化的景観として位置付け、観光資源と

して活用していきます。さらに、東に隣接するかすみがうら市と連携し、霞ケ浦沿岸の古墳めぐ

りなど、歴史文化遺産を活用したコースを提案します。 

 
⑤ 本区域で取り組む事業 

No.40 〔中核事業〕サイクルツーリズムへの文化財の活用 

つくば霞ヶ浦りんりんロードを軸として、文化財周遊のモデルコース提案やマップ作製を行います。 
No.43 〔中核事業〕優れた文化的景観の発掘と PR（霞ケ浦の帆引網漁、ハス田） 

ハス田の景観や霞ケ浦の帆引網漁など、地域における生活や生業、歴史的背景により形成された

文化的景観に関して、活用に向けた調査やＰＲを行います。 

No.69 つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ広域連携 

東に隣接するかすみがうら市には霞ケ浦に関わる歴史文化遺産が数多くあることから、かすみがうら

市と連携をしながら、文化財の周遊ルートの作成などを検討していきます。 
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（５）土浦城文化財保存活用区域 

①概要 

土浦城文化財保存活用区域は、土浦城跡を中心として、北東は鬼門である八坂神社、南西は裏

鬼門の愛宕神社までのエリアです。城下町だけでなく、広く土浦城に関連する部分を含むように

設定しました。近世の土浦藩から現在にいたるまで、土浦の中心市街地であり、近世以降の文化

財が豊富なのが特徴です。県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」をはじめとする土浦城に関する文化

財が存在し、土浦城二ノ丸跡に所在する博物館では、国宝・重要文化財を含む多くの文化財を収

蔵、管理しています。商家建築が多く残る中城通りには、国登録有形文化財の「旧野村さとう店」・

「旧大徳呉服店」、県指定文化財の「矢口家住宅」があります。近代には、阿見町に設置された

霞ヶ浦海軍航空隊の玄関口として本市の中心部が栄えたことから、航空隊関連の歴史文化遺産も

多く存在します。現在も土浦の代名詞として著名な花火大会は、航空隊の殉職者の慰霊のために

始められました。また、「保立食堂」や「吾妻庵」は指定食堂として予科練生に親しまれ、２階

は家族との面会にも利用されました。士官の会食に利用された「霞月楼」には、連合艦隊司令長

官として著名な山本五十六の手紙など、さまざまな資料が残されています。 

真鍋には国の重要文化財（建造物）である「旧茨城県立土浦中学校本館」、県指定天然記念物

「真鍋のサクラ」があり、真鍋のまつり（鹿島神社例大祭）では、勇壮な山車や獅子が地区内を

練り歩きます。また、西真鍋町の国登録有形文化財「一色家住宅主屋」は、令和３年（2021）に

市が寄贈を受けました。 

当区域は JR 土浦駅から徒歩圏内にあり、歴史ある町並みが残っているため、すでに観光資源

として活用されています。「土浦観光ガイド」にはモデルコースとして「城下町周遊コース」「真

鍋宿探索コース」が掲載されているほか、亀城公園周辺には、石畳で舗装した散策路である「歴

史の小径」が整備されています。｢旧大徳呉服店｣は土浦市観光協会案内所として、｢旧野村さとう

店｣はカフェとして利用されているほか、亀城公園を中心として土浦市観光ボランティアガイド

が活動しています。 

 
② 区域内の歴史文化遺産 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

県指定 遺跡（史跡） 土浦城跡及び櫓門 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 土浦城櫓門の太鼓 中央／八坂神社 

市指定 遺跡（史跡） 大手門の跡 大手町／大手町 

市指定 遺跡（史跡） 搦手門の跡 中央／中央一丁目 

市指定 遺跡（史跡） 北門の跡 城北町／城北町 

市指定 遺跡（史跡） 西門の跡 文京町／文京町 

市指定 遺跡（史跡） 南門の土塁 大手町／東光寺 

市指定 遺跡（史跡） 南門の跡 大手町／大手町 

未指定 建造物 土浦城東櫓・西櫓・塀（復元建物） 中央／土浦市 

未指定 その他 土浦薪能 中央／土浦薪能倶楽部 

市指定 建造物 郁文館の正門 文京町／土浦市 

県指定 建造物 矢口家住宅 中央／個人 

国登録 建造物 旧大徳呉服店（まちかど蔵大徳） 中央／土浦市 

− 168 −

図47



6-24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 霞ケ浦湖畔保存活用区域  

6-25 
 

（５）土浦城文化財保存活用区域 

①概要 

土浦城文化財保存活用区域は、土浦城跡を中心として、北東は鬼門である八坂神社、南西は裏

鬼門の愛宕神社までのエリアです。城下町だけでなく、広く土浦城に関連する部分を含むように

設定しました。近世の土浦藩から現在にいたるまで、土浦の中心市街地であり、近世以降の文化

財が豊富なのが特徴です。県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」をはじめとする土浦城に関する文化

財が存在し、土浦城二ノ丸跡に所在する博物館では、国宝・重要文化財を含む多くの文化財を収

蔵、管理しています。商家建築が多く残る中城通りには、国登録有形文化財の「旧野村さとう店」・

「旧大徳呉服店」、県指定文化財の「矢口家住宅」があります。近代には、阿見町に設置された

霞ヶ浦海軍航空隊の玄関口として本市の中心部が栄えたことから、航空隊関連の歴史文化遺産も

多く存在します。現在も土浦の代名詞として著名な花火大会は、航空隊の殉職者の慰霊のために

始められました。また、「保立食堂」や「吾妻庵」は指定食堂として予科練生に親しまれ、２階

は家族との面会にも利用されました。士官の会食に利用された「霞月楼」には、連合艦隊司令長

官として著名な山本五十六の手紙など、さまざまな資料が残されています。 

真鍋には国の重要文化財（建造物）である「旧茨城県立土浦中学校本館」、県指定天然記念物

「真鍋のサクラ」があり、真鍋のまつり（鹿島神社例大祭）では、勇壮な山車や獅子が地区内を

練り歩きます。また、西真鍋町の国登録有形文化財「一色家住宅主屋」は、令和３年（2021）に

市が寄贈を受けました。 

当区域は JR 土浦駅から徒歩圏内にあり、歴史ある町並みが残っているため、すでに観光資源

として活用されています。「土浦観光ガイド」にはモデルコースとして「城下町周遊コース」「真

鍋宿探索コース」が掲載されているほか、亀城公園周辺には、石畳で舗装した散策路である「歴

史の小径」が整備されています。｢旧大徳呉服店｣は土浦市観光協会案内所として、｢旧野村さとう

店｣はカフェとして利用されているほか、亀城公園を中心として土浦市観光ボランティアガイド

が活動しています。 

 
② 区域内の歴史文化遺産 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

県指定 遺跡（史跡） 土浦城跡及び櫓門 中央／土浦市 

市指定 歴史資料 土浦城櫓門の太鼓 中央／八坂神社 

市指定 遺跡（史跡） 大手門の跡 大手町／大手町 

市指定 遺跡（史跡） 搦手門の跡 中央／中央一丁目 

市指定 遺跡（史跡） 北門の跡 城北町／城北町 

市指定 遺跡（史跡） 西門の跡 文京町／文京町 

市指定 遺跡（史跡） 南門の土塁 大手町／東光寺 

市指定 遺跡（史跡） 南門の跡 大手町／大手町 

未指定 建造物 土浦城東櫓・西櫓・塀（復元建物） 中央／土浦市 

未指定 その他 土浦薪能 中央／土浦薪能倶楽部 

市指定 建造物 郁文館の正門 文京町／土浦市 

県指定 建造物 矢口家住宅 中央／個人 

国登録 建造物 旧大徳呉服店（まちかど蔵大徳） 中央／土浦市 
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国登録 建造物 旧野村さとう店（まちかど蔵野村） 中央／土浦市 

未指定 建造物  保立食堂 中央／個人 

未指定 建造物 吾妻庵 中央／個人 

未指定 建造物 霞月楼 中央／個人 

未指定 歴史資料 ツェッペリン乗務員・予科練関係資料 中央／霞月楼 

未指定 建造物 海軍住宅（城藤茶店） 中央／個人 

未指定 建造物 土浦聖バルナバ教会 大手町／個人 

未指定 建造物 看板建築の建物 川口ほか／個人 

市指定 遺跡（史跡） 退筆塚の碑 中央／中央一丁目 

市指定 有形民俗  鷲神社力石 東崎町／鷲神社氏子総代 

未指定 無形民俗 中城天満宮奉納選書会 中央／中城天満宮選書会 

市指定 遺跡（史跡） 高田保の墓 中央／高翁寺 

県指定 彫刻 銅造阿弥陀如来立像 立田町／浄真寺 

市指定 遺跡（史跡） 山口剛の墓 立田町／浄真寺 

市指定 絵画 神龍寺旧本堂天井の雲龍図 文京町／神龍寺 

市指定 遺跡（史跡） 五十嵐愛山の墓 文京町／神龍寺 

未指定 歴史資料 海軍航空隊殉職者供養塔 文京町／神龍寺 

未指定 彫刻 秋元梅峯胸像 文京町／神龍寺 

市指定 遺跡（史跡） 沼尻墨僊の墓 大手町／瀧泉寺（華蔵院） 

市指定 建造物 東光寺瑠璃光殿 大手町／東光寺 

市指定 遺跡（史跡） 鷲神社の板碑 東崎町／鷲神社 

市指定 工芸品 石造灯籠 田中／田中八幡神社 

未指定 歴史資料 大洪水記念碑 田中／田中八幡神社 

未指定 建造物 土浦市民会館（クラフトシビックホール土浦） 東真鍋町／土浦市 

国登録 建造物 一色家住宅主屋 西真鍋町／土浦市 

市指定 建造物 善応寺観音堂 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 佐久良東雄の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 大久保要の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 木原老谷の墓 真鍋／善応寺 

未指定 伝統的建造物群 真鍋宿通り 真鍋／個人 

市指定 遺跡（史跡） 旧鎌倉街道（遺称地を含む） 真鍋ほか／民地ほか 

県指定 動物､植物､地質鉱物

（天然記念物） 
真鍋のサクラ 真鍋／土浦市 

未指定 無形民俗 真鍋のまつり 真鍋／鹿島神社 

国指定 建造物 旧茨城県立土浦中学校本館 真鍋／茨城県 

市指定 建造物 八坂神社本殿・拝殿・幣殿 真鍋／八坂神社 

未指定 歴史資料 第一海軍航空廠忠霊碑 真鍋／八坂神社 

未指定 無形民俗 土浦八坂神社祇園祭 真鍋／八坂神社 

未指定 建造物 紫山塾 真鍋／個人 
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市指定 遺跡（史跡） 銭亀橋の跡 大町・下高津二丁目／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 桜橋の跡 中央／土浦市 

未指定 土浦遺産 土浦全国花火競技大会 桜川畔／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 下高津の道標 下高津／下高津二丁目 

市指定 建造物 愛宕神社本拝殿 下高津／愛宕神社 

未指定 遺跡（史跡） 旧霞ヶ浦海軍病院内の遺構 下高津／国 

国指定 彫刻 木造薬師如来坐像 下高津／常福寺 

 

③ 課題 

  本区域では徒歩による歴史文化遺産の観光への活用が進められています。一方で、観光入込客

数は花火大会などのイベント依存であり、リピーター不足が課題といえます。観光都市として認

知されている他の自治体と比べると、町並みや建造物が観光資源として認知されているとは言い

難く、より一層の魅力向上と情報発信が必要です。 

 

 ④ 方針 
すでに観光資源として歴史文化遺産が活用されている当区域では、土浦市観光ボランティアガ

イドや、各文化財の保存会などと連携しながら、これらの活動を引き続き進めていきます。さら

に、当区域の中心的な歴史文化遺産である土浦城跡や、一色家住宅主屋といった史跡・建造物の

魅力を磨き上げ、より一層の活用を図ります。個々の建造物の保存活用計画策定などを通じて、

建造物の保存と両立するかたちで、飲食店や観光拠点として整備を検討していきます。 

 

⑤ 本区域で取り組む事業 

No.29 【重点事業】土浦城跡の整備 

土浦城址整備基本計画において未実施となっている整備事業について、見直しを行いながら事業化を

図っていきます。また、ＶＲ・ＡＲ等を活用した新たな整備手法についても検討します。 
No.30 【重点事業】歴史的建造物の整備・活用 

藩校郁文館の正門、矢口家住宅、一色家住宅など、未活用の指定文化財を中心に歴史的建造物の整備・

活用を図ります。所有者・地域と行政が連携しながら整備や活用をしていくことによって、歴史的建

造物の魅力を高め、湖畔の城下町の歴史を体感していただく手段とします。 

No.40 〔中核事業〕サイクルツーリズムへの文化財の活用 

つくば霞ヶ浦りんりんロードの玄関口であることから、他の地域への周遊を促すほか、本区域内の歴

史文化遺産の見どころをＰＲします。 
No.59 〔中核事業〕文化財愛護・普及啓発に関わる市民団体との連携・支援 

土浦城や旧城下の観光案内などを担っている土浦市観光ボランティアガイド協会と博物館などが連

携して観光客の受入を行います。また、歴史文化遺産に関わる情報提供などを行い、ボランティア活

動を支援します。 
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国登録 建造物 旧野村さとう店（まちかど蔵野村） 中央／土浦市 

未指定 建造物  保立食堂 中央／個人 

未指定 建造物 吾妻庵 中央／個人 

未指定 建造物 霞月楼 中央／個人 

未指定 歴史資料 ツェッペリン乗務員・予科練関係資料 中央／霞月楼 

未指定 建造物 海軍住宅（城藤茶店） 中央／個人 

未指定 建造物 土浦聖バルナバ教会 大手町／個人 

未指定 建造物 看板建築の建物 川口ほか／個人 

市指定 遺跡（史跡） 退筆塚の碑 中央／中央一丁目 

市指定 有形民俗  鷲神社力石 東崎町／鷲神社氏子総代 

未指定 無形民俗 中城天満宮奉納選書会 中央／中城天満宮選書会 

市指定 遺跡（史跡） 高田保の墓 中央／高翁寺 

県指定 彫刻 銅造阿弥陀如来立像 立田町／浄真寺 

市指定 遺跡（史跡） 山口剛の墓 立田町／浄真寺 

市指定 絵画 神龍寺旧本堂天井の雲龍図 文京町／神龍寺 

市指定 遺跡（史跡） 五十嵐愛山の墓 文京町／神龍寺 

未指定 歴史資料 海軍航空隊殉職者供養塔 文京町／神龍寺 

未指定 彫刻 秋元梅峯胸像 文京町／神龍寺 

市指定 遺跡（史跡） 沼尻墨僊の墓 大手町／瀧泉寺（華蔵院） 

市指定 建造物 東光寺瑠璃光殿 大手町／東光寺 

市指定 遺跡（史跡） 鷲神社の板碑 東崎町／鷲神社 

市指定 工芸品 石造灯籠 田中／田中八幡神社 

未指定 歴史資料 大洪水記念碑 田中／田中八幡神社 

未指定 建造物 土浦市民会館（クラフトシビックホール土浦） 東真鍋町／土浦市 

国登録 建造物 一色家住宅主屋 西真鍋町／土浦市 

市指定 建造物 善応寺観音堂 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 佐久良東雄の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 大久保要の墓 真鍋／善応寺 

市指定 遺跡（史跡） 木原老谷の墓 真鍋／善応寺 

未指定 伝統的建造物群 真鍋宿通り 真鍋／個人 

市指定 遺跡（史跡） 旧鎌倉街道（遺称地を含む） 真鍋ほか／民地ほか 

県指定 動物､植物､地質鉱物

（天然記念物） 
真鍋のサクラ 真鍋／土浦市 

未指定 無形民俗 真鍋のまつり 真鍋／鹿島神社 

国指定 建造物 旧茨城県立土浦中学校本館 真鍋／茨城県 

市指定 建造物 八坂神社本殿・拝殿・幣殿 真鍋／八坂神社 

未指定 歴史資料 第一海軍航空廠忠霊碑 真鍋／八坂神社 

未指定 無形民俗 土浦八坂神社祇園祭 真鍋／八坂神社 

未指定 建造物 紫山塾 真鍋／個人 
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市指定 遺跡（史跡） 銭亀橋の跡 大町・下高津二丁目／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 桜橋の跡 中央／土浦市 

未指定 土浦遺産 土浦全国花火競技大会 桜川畔／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 下高津の道標 下高津／下高津二丁目 

市指定 建造物 愛宕神社本拝殿 下高津／愛宕神社 

未指定 遺跡（史跡） 旧霞ヶ浦海軍病院内の遺構 下高津／国 

国指定 彫刻 木造薬師如来坐像 下高津／常福寺 

 

③ 課題 

  本区域では徒歩による歴史文化遺産の観光への活用が進められています。一方で、観光入込客

数は花火大会などのイベント依存であり、リピーター不足が課題といえます。観光都市として認

知されている他の自治体と比べると、町並みや建造物が観光資源として認知されているとは言い

難く、より一層の魅力向上と情報発信が必要です。 

 

 ④ 方針 
すでに観光資源として歴史文化遺産が活用されている当区域では、土浦市観光ボランティアガ

イドや、各文化財の保存会などと連携しながら、これらの活動を引き続き進めていきます。さら

に、当区域の中心的な歴史文化遺産である土浦城跡や、一色家住宅主屋といった史跡・建造物の

魅力を磨き上げ、より一層の活用を図ります。個々の建造物の保存活用計画策定などを通じて、

建造物の保存と両立するかたちで、飲食店や観光拠点として整備を検討していきます。 

 

⑤ 本区域で取り組む事業 

No.29 【重点事業】土浦城跡の整備 

土浦城址整備基本計画において未実施となっている整備事業について、見直しを行いながら事業化を

図っていきます。また、ＶＲ・ＡＲ等を活用した新たな整備手法についても検討します。 
No.30 【重点事業】歴史的建造物の整備・活用 

藩校郁文館の正門、矢口家住宅、一色家住宅など、未活用の指定文化財を中心に歴史的建造物の整備・

活用を図ります。所有者・地域と行政が連携しながら整備や活用をしていくことによって、歴史的建

造物の魅力を高め、湖畔の城下町の歴史を体感していただく手段とします。 

No.40 〔中核事業〕サイクルツーリズムへの文化財の活用 

つくば霞ヶ浦りんりんロードの玄関口であることから、他の地域への周遊を促すほか、本区域内の歴

史文化遺産の見どころをＰＲします。 
No.59 〔中核事業〕文化財愛護・普及啓発に関わる市民団体との連携・支援 

土浦城や旧城下の観光案内などを担っている土浦市観光ボランティアガイド協会と博物館などが連

携して観光客の受入を行います。また、歴史文化遺産に関わる情報提供などを行い、ボランティア活

動を支援します。 
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図 土浦城文化財保存活用区域 
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（６）桜川文化財保存活用区域 

①概要 

桜川文化財保存活用区域は、土浦城文化財保存活用区域と、後述する山ノ荘文化財保存活用区

域をつなぐ区域として設定しました。東は下高津から、西は田宮までの桜川両岸です。国指定史

跡「上高津貝塚」をはじめ、国指定重要文化財「茨城県武者塚古墳出土品」が出土した市指定史

跡「武者塚古墳」、国指定重要文化財「銅鐘」を所有する般若寺など、先史～中世の文化財が多

く存在します。高岡に所在する法雲寺は小田氏の菩提寺であり、国指定重要文化財の「絹本着色

高峰和尚像」をはじめ、多数の文化財が伝えられています（土浦市立博物館寄託）。また、虫掛

には、江戸時代から土浦の醤油醸造の伝統を伝える柴沼醤油醸造株式会社があります。民俗文化

財も多く存在し、大畑には国の選択・県指定の無形民俗文化財である「からかさ万灯」が、田宮

には同じく県指定無形民俗文化財の「田宮ばやし」が伝わっています。 

 

② 区域内の歴史文化遺産 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

未指定 建造物 柴沼醤油 虫掛／個人 

国指定 遺跡（史跡） 上高津貝塚 上高津／土浦市 

市指定 無形民俗 盆綱 佐野子／佐野子地区 

市指定 工芸品 五輪塔 佐野子／佐野子地区 

国指定 工芸品 銅鐘（般若寺） 宍塚／般若寺 

県指定 工芸品 五輪塔（伝源海墓） 宍塚／般若寺 

未指定 無形民俗 浜降りを伴う祇園祭 下坂田／八坂神社 

県指定 考古資料 下坂田の板碑（下総型板碑） 下坂田／個人 

市指定 遺跡（史跡） 武者塚古墳 上坂田／土浦市 

国指定 考古資料 茨城県武者塚古墳出土品 上坂田（出土）／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 常名天神山古墳 常名／常名神社代表役員 

県指定 史跡 藤原藤房卿遺跡（髪頭塚） 藤沢／国有地 

未指定 遺跡（史跡） 高井城跡 上高津／八坂神社 

国選択･県指定 無形民俗 大畑のからかさ万灯 大畑／からかさ万灯保存会 

市指定 工芸品 石造五輪塔（伝小田家の墓） 高岡／法雲寺 

市指定 工芸品 石造宝篋印塔（伝小田家の墓） 高岡／法雲寺 

県指定 無形民俗 田宮ばやし 田宮／田宮ばやし保存会 

未指定 歴史資料 植桜碑（桜川のサクラ植樹記念碑） 千束ほか／道祖神社ほか 

未指定 名勝地(名勝) 桜川堤 桜川／国・土浦市 

未指定 文化的景観 宍塚大池 宍塚／土浦市・民地 

 

③ 課題 

区域内には、つくば霞ヶ浦りんりんロードが東西に貫くように通っており、虫掛休憩所、藤沢

休憩所を備えていますが、さらにその西側はつくば市にあたり、小田城など本市の歴史文化と深

く関わる歴史文化遺産が所在しているため、市域を越えた周遊ルートの設定が望まれます。 
また、上高津貝塚ふるさと歴史の広場は、サイクリスト向けのサービスを提供する「サイクル
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図 土浦城文化財保存活用区域 
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（６）桜川文化財保存活用区域 

①概要 

桜川文化財保存活用区域は、土浦城文化財保存活用区域と、後述する山ノ荘文化財保存活用区

域をつなぐ区域として設定しました。東は下高津から、西は田宮までの桜川両岸です。国指定史

跡「上高津貝塚」をはじめ、国指定重要文化財「茨城県武者塚古墳出土品」が出土した市指定史

跡「武者塚古墳」、国指定重要文化財「銅鐘」を所有する般若寺など、先史～中世の文化財が多

く存在します。高岡に所在する法雲寺は小田氏の菩提寺であり、国指定重要文化財の「絹本着色

高峰和尚像」をはじめ、多数の文化財が伝えられています（土浦市立博物館寄託）。また、虫掛

には、江戸時代から土浦の醤油醸造の伝統を伝える柴沼醤油醸造株式会社があります。民俗文化

財も多く存在し、大畑には国の選択・県指定の無形民俗文化財である「からかさ万灯」が、田宮

には同じく県指定無形民俗文化財の「田宮ばやし」が伝わっています。 

 

② 区域内の歴史文化遺産 

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

未指定 建造物 柴沼醤油 虫掛／個人 

国指定 遺跡（史跡） 上高津貝塚 上高津／土浦市 

市指定 無形民俗 盆綱 佐野子／佐野子地区 

市指定 工芸品 五輪塔 佐野子／佐野子地区 

国指定 工芸品 銅鐘（般若寺） 宍塚／般若寺 

県指定 工芸品 五輪塔（伝源海墓） 宍塚／般若寺 

未指定 無形民俗 浜降りを伴う祇園祭 下坂田／八坂神社 

県指定 考古資料 下坂田の板碑（下総型板碑） 下坂田／個人 

市指定 遺跡（史跡） 武者塚古墳 上坂田／土浦市 

国指定 考古資料 茨城県武者塚古墳出土品 上坂田（出土）／土浦市 

市指定 遺跡（史跡） 常名天神山古墳 常名／常名神社代表役員 

県指定 史跡 藤原藤房卿遺跡（髪頭塚） 藤沢／国有地 

未指定 遺跡（史跡） 高井城跡 上高津／八坂神社 

国選択･県指定 無形民俗 大畑のからかさ万灯 大畑／からかさ万灯保存会 

市指定 工芸品 石造五輪塔（伝小田家の墓） 高岡／法雲寺 

市指定 工芸品 石造宝篋印塔（伝小田家の墓） 高岡／法雲寺 

県指定 無形民俗 田宮ばやし 田宮／田宮ばやし保存会 

未指定 歴史資料 植桜碑（桜川のサクラ植樹記念碑） 千束ほか／道祖神社ほか 

未指定 名勝地(名勝) 桜川堤 桜川／国・土浦市 

未指定 文化的景観 宍塚大池 宍塚／土浦市・民地 

 

③ 課題 

区域内には、つくば霞ヶ浦りんりんロードが東西に貫くように通っており、虫掛休憩所、藤沢

休憩所を備えていますが、さらにその西側はつくば市にあたり、小田城など本市の歴史文化と深

く関わる歴史文化遺産が所在しているため、市域を越えた周遊ルートの設定が望まれます。 
また、上高津貝塚ふるさと歴史の広場は、サイクリスト向けのサービスを提供する「サイクル
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サポートステーション」となっていますが、りんりんロードからは少し外れた立地にあります。

また、上高津貝塚とりんりんロードをつなぐゾーンには、柴沼醤油醸造株式会社や宍塚般若寺な

ど、本市を代表する歴史文化遺産が点在しており、それらも含めた新たな周遊ルートの設定が望

まれます。 
 

④ 方針 

区域内にサイクリングロードが横断するという利点を最大限に生かしつつ、上高津貝塚や柴沼

醤油・宍塚般若寺などをつなぐ新たな文化財周遊ルートを設定します。さらに、西に隣接するつ

くば市と連携し、つくば霞ヶ浦りんりんロードの筑波山コース沿線での文化財周遊を促進します。 

 

⑤ 本区域で取り組む事業 

No.40 〔中核事業〕サイクルツーリズムへの文化財の活用 

つくば霞ヶ浦りんりんロードからやや離れた地域にある上高津貝塚ふるさと歴史の広場や宍塚般若

寺、柴沼醤油醸造株式会社なども自転車で周遊できるよう、新たなルートの提案やマップ作成を行い

ます。 

No.69 つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ広域連携 

区域の西に隣接するつくば市には小田城や極楽寺跡など小田氏や律宗に関わる歴史文化遺産があり

ます。つくば市と連携をしながら、これら文化財の周遊ルートの作成などを検討していきます。 
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図 桜川文化財保存活用区域 
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サポートステーション」となっていますが、りんりんロードからは少し外れた立地にあります。

また、上高津貝塚とりんりんロードをつなぐゾーンには、柴沼醤油醸造株式会社や宍塚般若寺な

ど、本市を代表する歴史文化遺産が点在しており、それらも含めた新たな周遊ルートの設定が望

まれます。 
 

④ 方針 

区域内にサイクリングロードが横断するという利点を最大限に生かしつつ、上高津貝塚や柴沼

醤油・宍塚般若寺などをつなぐ新たな文化財周遊ルートを設定します。さらに、西に隣接するつ

くば市と連携し、つくば霞ヶ浦りんりんロードの筑波山コース沿線での文化財周遊を促進します。 

 

⑤ 本区域で取り組む事業 

No.40 〔中核事業〕サイクルツーリズムへの文化財の活用 

つくば霞ヶ浦りんりんロードからやや離れた地域にある上高津貝塚ふるさと歴史の広場や宍塚般若

寺、柴沼醤油醸造株式会社なども自転車で周遊できるよう、新たなルートの提案やマップ作成を行い

ます。 

No.69 つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ広域連携 

区域の西に隣接するつくば市には小田城や極楽寺跡など小田氏や律宗に関わる歴史文化遺産があり

ます。つくば市と連携をしながら、これら文化財の周遊ルートの作成などを検討していきます。 
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図 桜川文化財保存活用区域 

  

− 175 −

図49



6-32 

（７）山ノ荘文化財保存活用区域

①概要

山ノ荘文化財保存活用区域は本市北西部の筑波山麓及び天の川流域にあり、自然豊かなエリア

です。古代から中世にかけての文化財が数多く存在するのが特徴です。天の川流域には、奈良時

代から平安時代にかけて茨城県南部に須恵器を供給した、須恵器窯跡群が点在しています。また、

平安時代の創建と伝えられる東城寺には、平致幹が経筒を埋納した県指定史跡「東城寺経塚群」

が存在します。東城寺は中世には律宗の寺院となり、境内に県指定文化財の結界石が建てられま

した。東城寺結界石をはじめ、五輪塔や石灯籠など、文化財に指定されている石造物のほとんど

が、筑波山塊の花崗岩や変成岩を産出する当区域に存在しています、県指定無形民俗文化財「日

枝神社流鏑馬祭」は、比叡山麓の日吉大社の祭礼につながり、中世からの伝統を引くものである

と考えられています。 

当区域はつくば霞ヶ浦りんりんロードからは離れていますが、そば打ちなどの様々な体験がで

きる観光拠点、小町の館が存在します。小町の館はサイクルサポートステーションでもあり、ま

た近年ハイキングコースが整備された小町山登山の拠点として、多くの観光客で賑わっています。

また、小町の館から 1 時間程度の登山で到着する朝日峠展望公園は、関東平野と霞ケ浦、筑波山

を一望でき、茨城の観光百選にも選ばれています。令和４年（2022） 3 月には、東城寺地区に土浦

市としては初のグランピング施設も開設されました。 

② 区域内の歴史文化遺産

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

県指定･市指定 考古資料 東城寺結界石 東城寺／東城寺 

県指定 彫刻 木造広智上人坐像 東城寺／東城寺 

未指定 建造物 東城寺山門 東城寺／東城寺 

県指定 無形民俗 日枝神社流鏑馬祭 山ノ荘地域／日枝神社 

県指定 工芸品 石造灯籠 沢辺・小野・東城寺入会／日枝神社 

県指定 遺跡（史跡） 東城寺経塚群 東城寺／土浦市 

未指定 建造物 清滝寺仁王門 小野／清滝寺 

市指定 名勝地(名勝) 向上庵境内庭園 小野／向上庵 

未指定 遺跡（史跡） 小野窯跡ほか須恵器窯跡群 小野ほか／個人 

未指定 遺跡（史跡） 高崎山古墳群 小高／個人 

県指定 工芸品 石造五輪塔 小高／小高地区 

県指定 工芸品 石造五輪塔 本郷／個人 

市指定 彫刻 石造浮彫地蔵菩薩立像 本郷／個人 

県指定 工芸品 六地蔵石幢 本郷／盛泉寺 

県指定 建造物 前野家住宅 永井／個人 

市指定 遺跡（史跡） 今泉愛宕山古墳 今泉／個人 

市指定 工芸品 石造五輪塔 今泉／個人 

市指定 遺跡（史跡） 今泉城跡 今泉／個人 

市指定 動物､植物､地質鉱（天然記念物） 法泉寺のシイ 今泉／法泉寺 

未指定 文化的景観 山ノ荘の農村景観 ― 
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③ 課題 

観光客は整備された観光拠点に集中しており、歴史文化遺産の観光資源としての活用は十分と

はいえません。また、屋外でのアクティビティを目的としているためか、小町の館の観光入込客

数は季節による変動が大きく、夏季（７～８月）に大きく落ち込みます。 

 

④ 方針 

小野地区を中心として観光拠点が整備されている利点を生かし、小町の館や朝日峠展望公園か

ら、東城寺や、坂東三十三観音霊場の札所である清滝寺、石造物や石仏といった豊富な歴史文化

遺産を、年間を通して周遊できるようにします。小町の館などに車を駐車し、徒歩での歴史文化

遺産散策に加え、モデルコースの提案やマップ作製などによって、つくば霞ヶ浦りんりんロード

から各歴史文化遺産や観光拠点への接続を促進します。 

 

⑤ 本区域で取り組む事業 

No.40 〔中核事業〕サイクルツーリズムへの文化財の活用 

つくば霞ヶ浦りんりんロードから外れた地域にあるものの、貴重な歴史文化遺産を多くみることがで

きる区域でもあることから、自転車で周遊できるように、新たなルートの提案やマップ作製を行いま

す。 
No.43 〔中核事業〕優れた文化的景観の発掘と PR（山ノ荘の農村風景） 

東城寺裏山に源を発する天の川上流部は、かつて山ノ荘とよばれた日吉大社の荘園だった区域で、東

城寺・清滝寺・向上庵などの古刹や、荘園の鎮守社と考えられる日枝神社が所在します。花崗岩の産

地であることに起因して、石造物が豊富な区域でもあります。自然と歴史が調和した農村景観である

ことを広く周知することにより、歴史文化遺産の宝庫をＰＲします。 
No.69 つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ広域連携 

つくば霞ケ浦りんりんロードから離れた区域ですが、宝篋山や筑波山などを介してつくば市に繋がる

観光地であり、観光拠点施設となる小町の館もあることから、つくば市と連携をしながら、歴史文化

遺産の周遊ルートの作成などを検討していきます。 
No.68 筑波山地域ジオパーク活動に関する広域連携 

区域内には東城寺参道のアプライト脈や、小町山でみられる変成岩の巨石など、地質的な見どころが

存在します。また、かつて花崗岩の産地があり、花崗岩製の石造物が多くみられます。ジオツアーな

どのジオパーク活動に協力し、この地域の特徴的な歴史文化遺産を広くＰＲしていきます。 
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（７）山ノ荘文化財保存活用区域

①概要

山ノ荘文化財保存活用区域は本市北西部の筑波山麓及び天の川流域にあり、自然豊かなエリア

です。古代から中世にかけての文化財が数多く存在するのが特徴です。天の川流域には、奈良時

代から平安時代にかけて茨城県南部に須恵器を供給した、須恵器窯跡群が点在しています。また、

平安時代の創建と伝えられる東城寺には、平致幹が経筒を埋納した県指定史跡「東城寺経塚群」

が存在します。東城寺は中世には律宗の寺院となり、境内に県指定文化財の結界石が建てられま

した。東城寺結界石をはじめ、五輪塔や石灯籠など、文化財に指定されている石造物のほとんど

が、筑波山塊の花崗岩や変成岩を産出する当区域に存在しています、県指定無形民俗文化財「日

枝神社流鏑馬祭」は、比叡山麓の日吉大社の祭礼につながり、中世からの伝統を引くものである

と考えられています。 

当区域はつくば霞ヶ浦りんりんロードからは離れていますが、そば打ちなどの様々な体験がで

きる観光拠点、小町の館が存在します。小町の館はサイクルサポートステーションでもあり、ま

た近年ハイキングコースが整備された小町山登山の拠点として、多くの観光客で賑わっています。

また、小町の館から 1 時間程度の登山で到着する朝日峠展望公園は、関東平野と霞ケ浦、筑波山

を一望でき、茨城の観光百選にも選ばれています。令和４年（2022） 3 月には、東城寺地区に土浦

市としては初のグランピング施設も開設されました。 

② 区域内の歴史文化遺産

指定区分 種別 名称 所在地・出土地／所有者など 

県指定･市指定 考古資料 東城寺結界石 東城寺／東城寺 

県指定 彫刻 木造広智上人坐像 東城寺／東城寺 

未指定 建造物 東城寺山門 東城寺／東城寺 

県指定 無形民俗 日枝神社流鏑馬祭 山ノ荘地域／日枝神社 

県指定 工芸品 石造灯籠 沢辺・小野・東城寺入会／日枝神社 

県指定 遺跡（史跡） 東城寺経塚群 東城寺／土浦市 

未指定 建造物 清滝寺仁王門 小野／清滝寺 

市指定 名勝地(名勝) 向上庵境内庭園 小野／向上庵 

未指定 遺跡（史跡） 小野窯跡ほか須恵器窯跡群 小野ほか／個人 

未指定 遺跡（史跡） 高崎山古墳群 小高／個人 

県指定 工芸品 石造五輪塔 小高／小高地区 

県指定 工芸品 石造五輪塔 本郷／個人 

市指定 彫刻 石造浮彫地蔵菩薩立像 本郷／個人 

県指定 工芸品 六地蔵石幢 本郷／盛泉寺 

県指定 建造物 前野家住宅 永井／個人 

市指定 遺跡（史跡） 今泉愛宕山古墳 今泉／個人 

市指定 工芸品 石造五輪塔 今泉／個人 

市指定 遺跡（史跡） 今泉城跡 今泉／個人 

市指定 動物､植物､地質鉱（天然記念物） 法泉寺のシイ 今泉／法泉寺 

未指定 文化的景観 山ノ荘の農村景観 ― 
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③ 課題 

観光客は整備された観光拠点に集中しており、歴史文化遺産の観光資源としての活用は十分と

はいえません。また、屋外でのアクティビティを目的としているためか、小町の館の観光入込客

数は季節による変動が大きく、夏季（７～８月）に大きく落ち込みます。 

 

④ 方針 

小野地区を中心として観光拠点が整備されている利点を生かし、小町の館や朝日峠展望公園か

ら、東城寺や、坂東三十三観音霊場の札所である清滝寺、石造物や石仏といった豊富な歴史文化

遺産を、年間を通して周遊できるようにします。小町の館などに車を駐車し、徒歩での歴史文化

遺産散策に加え、モデルコースの提案やマップ作製などによって、つくば霞ヶ浦りんりんロード

から各歴史文化遺産や観光拠点への接続を促進します。 

 

⑤ 本区域で取り組む事業 

No.40 〔中核事業〕サイクルツーリズムへの文化財の活用 

つくば霞ヶ浦りんりんロードから外れた地域にあるものの、貴重な歴史文化遺産を多くみることがで

きる区域でもあることから、自転車で周遊できるように、新たなルートの提案やマップ作製を行いま

す。 
No.43 〔中核事業〕優れた文化的景観の発掘と PR（山ノ荘の農村風景） 

東城寺裏山に源を発する天の川上流部は、かつて山ノ荘とよばれた日吉大社の荘園だった区域で、東

城寺・清滝寺・向上庵などの古刹や、荘園の鎮守社と考えられる日枝神社が所在します。花崗岩の産

地であることに起因して、石造物が豊富な区域でもあります。自然と歴史が調和した農村景観である

ことを広く周知することにより、歴史文化遺産の宝庫をＰＲします。 
No.69 つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線を結ぶ広域連携 

つくば霞ケ浦りんりんロードから離れた区域ですが、宝篋山や筑波山などを介してつくば市に繋がる

観光地であり、観光拠点施設となる小町の館もあることから、つくば市と連携をしながら、歴史文化

遺産の周遊ルートの作成などを検討していきます。 
No.68 筑波山地域ジオパーク活動に関する広域連携 

区域内には東城寺参道のアプライト脈や、小町山でみられる変成岩の巨石など、地質的な見どころが

存在します。また、かつて花崗岩の産地があり、花崗岩製の石造物が多くみられます。ジオツアーな

どのジオパーク活動に協力し、この地域の特徴的な歴史文化遺産を広くＰＲしていきます。 
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図 山ノ荘文化財保存活用区域 
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第７章 文化財の防災・防犯 

 

本市では、文化財の防火対策として指定建造物に対する自動火災報知器設置の呼びかけを行ってい

ます。また、保護思想の啓発として、文化財防火デーに合わせて市内小学生等も参加する防火訓練を

行っています。 

なお、個人で保管が難しい文化財については、博物館に寄託制度があり、現在多くの文化財の寄託

を受けています。 

 

１．文化財の防災・防犯に関する課題 

本市内の文化財については、平成７年（1995）に新治村指定文化財（当時）であった大畑鷲神

社本殿が火災で焼失し、また平成９年（1997）には東城寺本堂が火災となり、木造薬師如来坐像

及び両脇侍像（11 世紀：県指定文化財）をはじめ、前立の木造薬師如来坐像（応安７年（1374）

造立：県指定文化財）と両脇侍像、十二神将立像、大般若経などの経典が焼失しました。市内に

は現在でも木造の建造物など、火災に対して脆弱な文化財も数多くあります。 

なお、本市中心部は標高が低く、市内中央部を流れる桜川は水防警報及び洪水予報を行う県管

理河川で、浸水想定区域が指定されています。桜川浸水想定区域は、想定最大規模の雨量条件（桜

川流域に 48 時間雨量で 746mm、ピーク時の１時間雨量で 77mm）による外水氾濫で、桜川低地の

広範囲に、最大５ｍ程度の浸水が想定されています（利根川水系桜川洪水浸水想定区域図（想定

最大規模）資料：茨城県ホームページ（平成 29年（2017）９月 28 日指定）。 

この範囲には本市中心部全域が含まれ、市内の全指定・登録文化財、重要美術品等の約 47％に

あたる 145 点が存在しています。このうち市所有・博物館寄託資料及び水損のおそれがない石造

物や史跡を除いても、まだ 42 点（約 14％）の個人・団体等所蔵の文化財が浸水想定区域内にあ

るため、大規模水害発生時のこれらの文化財に対する対応は、今後の課題です。なお、新治地区

の東城寺・小野・永井地区の一部には急傾斜地崩壊や土砂災害警戒区域に指定されている場所も

あります。この区域に指定文化財等はありませんが、石造物などが被害を受ける可能性がありま

す。 

また土浦城跡などが存在する市中心部は、桜川河口の低地上にあることから地盤が軟弱であり、

そのため東日本大震災では大きな被害を受けた歴史的建造物もありました。 

このほか社会的環境によるものとして、今後高齢化や人口減少などのためにコミュニティを維

持しにくくなり、文化財の管理が難しくなるなどの問題が発生してくる可能性があります。 

 

２．文化財の防災・防犯に関する方針 

土浦市地域防災計画では、文化財の保護として「市及び文化財の管理者は、防災施設・設備（収

蔵庫、自動火災報知設備、消火栓、貯水槽・避雷針等）の整備の促進を図る。あわせて、文化財

の所在の明確化及び見学者に対しての防災のための標識等の設置を図る」としています。 

本市では、現在実施中の文化財の防災・防犯に関する措置として、文化財所有者・管理者への

支援・協力、展示施設や収蔵施設等の防災・防犯に対する改善措置、文化財保護意識の啓発など

を行っています。 
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図 山ノ荘文化財保存活用区域 
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第７章 文化財の防災・防犯 

 

本市では、文化財の防火対策として指定建造物に対する自動火災報知器設置の呼びかけを行ってい

ます。また、保護思想の啓発として、文化財防火デーに合わせて市内小学生等も参加する防火訓練を

行っています。 

なお、個人で保管が難しい文化財については、博物館に寄託制度があり、現在多くの文化財の寄託

を受けています。 

 

１．文化財の防災・防犯に関する課題 

本市内の文化財については、平成７年（1995）に新治村指定文化財（当時）であった大畑鷲神

社本殿が火災で焼失し、また平成９年（1997）には東城寺本堂が火災となり、木造薬師如来坐像

及び両脇侍像（11 世紀：県指定文化財）をはじめ、前立の木造薬師如来坐像（応安７年（1374）

造立：県指定文化財）と両脇侍像、十二神将立像、大般若経などの経典が焼失しました。市内に

は現在でも木造の建造物など、火災に対して脆弱な文化財も数多くあります。 

なお、本市中心部は標高が低く、市内中央部を流れる桜川は水防警報及び洪水予報を行う県管
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２．文化財の防災・防犯に関する方針 
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の所在の明確化及び見学者に対しての防災のための標識等の設置を図る」としています。 
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を行っています。 
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特に火災については、消防局による防火指導及び周知活動を継続して行うとともに、防火設備 

の設置・改修などの促進に努めます。その際は、文化庁が作成した「「世界遺産・国宝等」にお

ける防火対策５か年計画」、「国宝・重要文化財（建造物）等の防火対策ガイドライン」、「国

宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等の防火対策ガイドライン」等を活用します。 

 

３．文化財の防災・防犯に関する措置 

（１）文化財所有者・管理者への支援・協力 

①建造物に対する防災措置への支援【実施中】 

民間所有の県・市指定文化財（建造物）について、市消防本部の指導に従い、自動火災報知器

の設置を進めています。また、（一財）関東電気保安協会の協力を受け、文化財建造物に対する

電気設備の安全検査を行っています。 

所有者・管理者がこれらの文化財建造物に火災報知器の設置や改善措置を行うときや、震災に

伴う復旧・耐震改修工事など行うときには、県指定文化財の場合は県が 1/2 以内・市が 1/4 以内

の費用補助を行い、県補助対象額未満（対象経費が 100 万円未満）及び市指定文化財の場合、市

が 1/2 以内の費用補助を行っています。 

②土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）による文化財の受託【実施中】 

博物館・考古資料館では、所有者の申請により、展示又は研究に資する目的で、期間を定め、

資料の寄託を受け入れています。寄託された資料は収蔵庫等において保管されることになるため、

防災・防犯上のリスクを低減することにもつながります。令和５年（2023）３月現在、土浦市立

博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場では指定文化財のうち 35 点の資料の寄託を受け入れて

います。 

 

（２）博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）における防災・防犯措置【整備済】 

博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）では火災の早期発見や、不審者の侵入・

盗難等防止及びの観点から、施設内外に自動火災報知器や警報装置などを設置しており、異常検

出時には発報と警備会社への通報が行われるように整備されています。また、展示室などには監

視カメラを設置しています。 

 

（３）防災・防犯に対する改善措置 

①市所有文化財建造物に対する自動火災報知器の設置【整備済】 

市所有の文化財（建造物）については、土浦市消防本部の指導の下、自動火災報知器の設置を

進めています。令和３年度（2021）に自動火災報知器を設置した土浦城跡櫓門・西櫓、郁文館の

正門については、隣接する東櫓、土浦第一中学校の遠隔防災盤と接続することで、夜間異常発生

時の通報も可能となりました。 

②土浦市立博物館の防災・防犯措置の改善計画【整備中】 

土浦市立博物館には、国宝・国指定重要文化財６点、県指定文化財 15点、市指定文化財 39点、

国重要美術品７点をはじめ、53,574 点の資料を収蔵しています（寄託資料を含む）。前述のとお

7-3 
 

り博物館は浸水想定区域内に所在していることから、令和４・５年度に改修工事を進めています

（令和５年 10 月完了予定）。 

イ．水害対策 

博物館が建てられている場所の標高が約２ｍであることから、建物前道路面より１ｍ（浸水想

定約３ｍ）までの浸水に対応するため、搬入口・第５収蔵庫前室に止水板を設置するほか、地下

入口・空調取入口などに浸水防止対策工事を進めています。 

また、１ｍを超える浸水（浸水想定３～５ｍ）が予想される場合には、浸水想定範囲内の１階

展示室１・展示室２に展示中の資料は、梱包のうえ浸水想定より高い２階第３収蔵庫・３階文書

収蔵庫に垂直避難させることになっています。 

ロ．防犯対策 

屋内１～２階に設置されていた既存の監視カメラの更新及びエントランス、展示室入口、屋外

第１・第２駐車場に監視カメラの増設を行います。 

 

（４）文化財保護意識の啓発 

①文化財防火デー防火訓練【実施中】 

本市では、文化財保護意識の高揚を図るため、40 年以上にわたり１月 26 日の文化財防火デー

に合わせ、土浦市消防本部と共に、近隣住民・地元小学校児童・文化財管理者及び文化財愛護の

会会員などが参加する防火訓練を実施しています。 

②文化財パトロール【実施中】 

土浦市文化財愛護の会と協力した文化財パトロールを実施しています。パトロールによって不

具合が発見された場合は所有者・管理者と相談し、対応策・改善策を協議・実施しています。 

③地域における文化財保護活動の展開 

地域にある文化財についての認識を高めるための講座等を開催します。また、地域における文

化財の認識を高めることで、地域で取り組んでいる防災・防犯活動などと連携した文化財保護活

動を展開します。 
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第８章 土浦市の歴史文化遺産の保存・活用の推進体制 

 

１．歴史文化遺産の保存・活用の推進体制 

本市の歴史文化遺産の保存と活用を推進するための体制は、次頁表のとおりです。教育委員会

文化振興課には、文化財保護を担当する文化財係と、芸術文化振興を担当する文化芸術係が設置

されています。また、本市には２つの登録博物館があり、土浦市立博物館では歴史・民俗資料の、

上高津貝塚ふるさと歴史の広場では考古資料の収集・保存・調査研究活動を展開するとともに、

土浦地域の歴史についての特別展・企画展などを活発に行っています。教育普及活動としては、

市内学校と連携した校外学習や郷土教育、体験学習活動などを実施しています。また、土浦市立

博物館には市史編さん係が設置され、計画的な市史編さんのための資料収集なども行われていま

す。上高津貝塚ふるさと歴史の広場では市内遺跡の発掘調査や、つくば市・かすみがうら市など

と連携した「筑波山地域ジオパーク」の学術部門を分担しており、毎年学術研究助成金の審査な

どを行っています。このほか市民に芸術文化に関する作品等の発表及び鑑賞の場を提供する土浦

市民ギャラリーがあり、美術品の収集や展示公開などを行っています。 

本市では文化財保存活用地域計画と並行して歴史的風致維持向上計画の策定も進められてお

り、都市政策部都市計画課が担当しています。このほか都市政策部都市整備課、産業経済部商工

観光課及び市長公室政策企画課などと連携を取りながら文化財の保存・活用に関する計画を推進

するとともに、その他歴史文化遺産に関連する各種事業を行う市関係各課や観光協会等とも連携

して諸事業を進めていきます。建造物等については住宅営繕課や建築指導課、都市計画部局と連

携して事業を進めていきます。 

なお、今回の計画作成に当たって、文化財保護法第 183 条の９に基づく「土浦市文化財保存活

用地域計画推進協議会」（委員 16名）を設置しました。本協議会では、文化財保存活用地域計画

の作成及び変更に関する協議や文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整、文化財保存活用

地域計画の推進に関することを所掌します。推進協議会では、事業の進捗状況や各事業担当課か

らの報告をもとに協議会を開催し、推進協議会で出された意見等については、必要に応じて提言

等としてまとめ、教育委員会に報告します。また、文化財の保存及び活用に関する重要事項につ

いて調査審議する「土浦市文化財保護審議会」（委員８名）があり、文化財保存活用地域計画に

ついて適宜報告し、意見をいただいています。 

このほかに文化財に関わる協議会等として、土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場

の適正な運営を図る「土浦市博物館協議会」（委員７名）や、文化財保存活用地域計画とともに

建造物や町並みの保存・活用を進めるための「歴史的風致維持向上計画推進協議会」（委員数 13

名）があります。平成 30 年（2018）３月には「霞ケ浦の帆引網漁の技術」が国選択無形民俗文化

財に選定されたことを契機に、土浦市・かすみがうら市・行方市３市が協力して調査事業を行う

ために、令和元年度（2019）に「『霞ケ浦の帆引網漁の技術』総合調査委員会」（委員数 16 名）

本市では、文化財保存・活用の諸事業は教育委員会文化振興課及び土浦市立博物館・上高津貝塚ふ

るさと歴史の広場が担当し、都市計画や商工観光部門などと連携して計画を進めています。また、関

係団体や文化財所有者などと連携を図りながら、文化財保存活用地域計画の推進を目指します。 
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第８章 土浦市の歴史文化遺産の保存・活用の推進体制 
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を設置しています。また、市民ギャラリーに寄せられる美術品については、「美術品収集検討委

員会」（委員数３名）で受贈について検討しています。 

これらを核としながら、文化庁・茨城県などの指導・助言を受けながら、学校や生涯学習関係

の教育機関、大学など専門家・専門機関、文化財の保存・活用に係る関係団体、文化財所有者・

管理者・伝承者、文化財を有する地域団体、市民、などと連携して、歴史文化遺産の保存・活用

する体制を整備し、文化財保存活用地域計画を推進していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財の保存・活用の推進体制（令和５年（2023）３月現在） 

土浦市【文化財部門】 
〇教育委員会文化振興課（文化財保護主管課）：職員 10 名 
 〔文化財係〕職員４名（うち埋蔵文化財の専門職員３名、建造物の専門職員１名） 

・文化財の保護保存及びその施設に関すること 
・文化財保護団体の指導及び育成に関すること 
・文化財保護の教育普及に関すること 
・博物館に関すること 
・上高津貝塚ふるさと歴史の広場に関すること 

 〔文化芸術係〕職員５名 
・芸術文化の企画及び実施に関すること 

〇土浦市立博物館：職員７名（うち１名〔館⾧〕兼務、専門職員（近世史、近代史、民俗、美術工芸、考古 ５名） 
・本市に係る人間の生活及び文化に関する歴史、民俗等の資料を収集し、保管し、及び展示すること 

〇上高津貝塚ふるさと歴史の広場：職員７名（うち１名〔館⾧〕兼務、専門職員（古代史、考古・埋蔵文化財 ５
名） 

・上高津貝塚に関する資料を収集し、保管し、及び展示するとともに、本市の埋蔵文化財を調査し、並
びにその資料を収集し、保管し、及び展示すること 

〇土浦市民ギャラリー：職員１名 
・芸術文化の振興及び向上のための場の提供に関すること ほか 

●審議会等 
・土浦市文化財保護審議会 
・土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会 
・土浦市美術展委員会 など 

教育委員会文化財部門組織体制図 

文化振興課 

文化財係 

文化芸術係 

土浦市立博物館 

上高津貝塚ふるさと歴史の広場 

土浦市民ギャラリー 
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土浦市【主な関係部署など】 
〇市⾧公室政策企画課 

・総合計画に関すること。 
・重要な施策又は事業の企画及び総合調整に関すること。 

〇市⾧公室広報広聴課 
・市のイメージアップに係る情報発信に関すること。 

〇総務部防災危機管理課 
・防災意識の啓発に関すること。 

〇市民生活部市民活動課（市民協働室） 
・コミュニティ活動に関すること。 
・市民との協働に関すること。 

〇産業経済部商工観光課 
・観光事業の企画及び調査に関すること。 
・観光資源の開発及び調査に関すること。 
・観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。 
・観光イベントの実施及び活用に関すること。 
・観光施設の管理及び整備に関すること。 
・土浦市観光協会に関すること。 

〇産業経済部農林水産課 
・農業、畜産業、林業及び水産業の振興に関すること。 
・「日本一のれんこん」に係る施策の企画及び推進に関すること。 

〇都市政策部都市計画課 
・都市計画の調査、企画及び計画決定に関すること。 
・都市計画の基本方針策定に関すること。 
・都市景観に関すること。 

〇都市政策部都市整備課 
・中心市街地活性化基本計画に関すること。 
・りんりんポート土浦に関すること。 

〇都市政策部建築指導課 
・建築基準法（昭和25 年法律第201 号）に基づく確認、検査、許可、承認、指定及び認定に関すること。 

〇教育委員会生涯学習課 
・生涯学習の企画・実施・普及・指導に関すること。 

〇教育委員会指導課 
・教育課程に関すること。 

〇消防本部予防課 
・火災予防及び広報に関すること。 
・建築物等の防火に関すること。 

●審議会等 
・土浦市歴史的風致維持向上計画推進協議会 など 

【関係団体】 
○（一社）土浦市農業公社：小町の館 
○（一社）土浦市観光協会：まちかど蔵大徳・野村及び土浦市の観光 
○（株）ラクスマリーナ：霞ケ浦遊覧船 
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学校・教育機関 

〇土浦市立小・中学校、義務教育学校 
〇土浦市内に所在する県立高校、私立高校など 
〇地区公民館、生涯学習館、図書館 
〇茨城県県南生涯学習センター 

文化財所有者・管理者・伝承者 

〇文化財所有・管理・伝承を行う者及び団体 
  無形民俗文化財の保存会ほか 

専門家・専門機関など 
【専門家・調査団体】 
〇「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合調査委員会 
○ヘリテージマネージャー 
【大学】 
〇筑波大学（市内古墳調査ほか） 

民 間 

企
業
・
団
体 

【歴史文化遺産の保存活用に係る活動を行っている団体等】 
〇土浦市文化財愛護の会 
〇土浦市観光ボランティアガイド 
○全国土浦花火競技大会実行委員会 
〇土浦薪能倶楽部、土浦ユネスコ協会、真鍋のサクラ保存会、刻の太鼓保存会 ほか 
【団体・企業など】 
○土浦市文化協会 
〇土浦商工会議所 
〇（一社）土浦青年会議所 
○（一財）関東電気保安協会 
○茨城県建築士会土浦支部 
○土浦界隈まちづくり研究会 ほか 

市
民
・
地
域 

【地域】 
○各町内会 など  
【市民】 
○土浦市内在住・在勤・在学の個人、法人等 

そ
の
他
（
近
隣
博
物
館
・
自
治
体
な
ど
） 

【近隣博物館・市町村教育委員会など】 
〇茨城県環境科学センター 
○かすみがうら市歴史博物館 
○阿見町予科練平和記念館 
○美浦村文化財センター 
○つくば市出土文化財管理センター 
〇つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線市町村 ほか 
【協議会など】 
・筑波山地域ジオパーク推進協議会 

8-5 

２．計画の進捗管理 

計画(PLAN)を実効性あるものとしていくためには、計画に

記載されていることを着実に実行し(DO)、その進捗状況や成

果を点検評価し (CHECK)、それをさらに取組に反映する

(ACTION)することが大切です。この一連の流れを「PDCAサイク

ル」と呼び、そのサイクルは年度を単位として行います。また、

本計画期間は10年間にわたることから、期間中必要に応じて

一部を見直すほか、令和14年度（2031）には第２次計画を策定

する予定です（15頁、計画期間参照）。 

図 文化財の保存・活用を推進する体制のイメージ（多様な主体が連携して参画する） 
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〇土浦薪能倶楽部、土浦ユネスコ協会、真鍋のサクラ保存会、刻の太鼓保存会 ほか 
【団体・企業など】 
○土浦市文化協会 
〇土浦商工会議所 
〇（一社）土浦青年会議所 
○（一財）関東電気保安協会 
○茨城県建築士会土浦支部 
○土浦界隈まちづくり研究会 ほか 

市
民
・
地
域 

【地域】 
○各町内会 など  
【市民】 
○土浦市内在住・在勤・在学の個人、法人等 

そ
の
他
（
近
隣
博
物
館
・
自
治
体
な
ど
） 

【近隣博物館・市町村教育委員会など】 
〇茨城県環境科学センター 
○かすみがうら市歴史博物館 
○阿見町予科練平和記念館 
○美浦村文化財センター 
○つくば市出土文化財管理センター 
〇つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線市町村 ほか 
【協議会など】 
・筑波山地域ジオパーク推進協議会 

8-5 

２．計画の進捗管理 

計画(PLAN)を実効性あるものとしていくためには、計画に

記載されていることを着実に実行し(DO)、その進捗状況や成

果を点検評価し (CHECK)、それをさらに取組に反映する

(ACTION)することが大切です。この一連の流れを「PDCAサイク

ル」と呼び、そのサイクルは年度を単位として行います。また、

本計画期間は10年間にわたることから、期間中必要に応じて

一部を見直すほか、令和14年度（2031）には第２次計画を策定

する予定です（15頁、計画期間参照）。 

図 文化財の保存・活用を推進する体制のイメージ（多様な主体が連携して参画する） 
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土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会（令和３・４年度） 

役 職 氏 名 所 属 等 選出区分 
会 長 田上 顯 土浦市文化財保護審議会長・土浦市博物館協議会長 学識経験者 

 下村 壽郎 土浦市議会文教厚生委員長 

 徳丸 亞木 筑波大学人文社会系教授（民俗学） 

 藤川 昌樹 筑波大学システム情報系教授（建築史） 

 松井 敏也 筑波大学芸術系教授（文化財科学） 

 黒田 乃生 筑波大学芸術系教授（文化的景観） 

 内田 幾子 土浦商工会議所 商工業関係団体 

 稲野邉雅子 （一社）土浦青年会議所 

 大里 雅司 （一社）土浦市観光協会専務理事 （令和３年度） 観光関係団体 

 新福 典子 （一社）土浦市観光協会専務理事 （令和４年度） 

 金丸 興治 土浦市観光ボランティアガイド会長 

 田崎 俊一 茨城県総務企画部文化課長 （令和３年度） 茨城県 

 宮崎 薫 茨城県総務企画部文化課長 （令和４年度） 

副会長 糸賀 茂男 土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場館長 土浦市 

 大塚 博 土浦市文化財愛護の会会長 その他教育委員

会が必要と認め

るもの 
 稲生 文子 土浦市学校長会代表 

 小泉 光正 土浦市社会教育委員会議議長 

 萩谷 京子 土浦市文化協会 副会長 

 

計画策定の経緯 

１．土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 通算回数 年 月 日 実施内容

第1回 6 23
令和3年度第1回土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会開催
（１）文化財保存活用地域計画について
（２）土浦市文化財保存活用地域計画（案）の作成について

第2回 10 21
令和3年度第２回土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会開催
（１）今年度予定の調査について
（２）計画作成の進捗状況について

第3回 2 15

令和3年度第２回土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会（書面会議）
（１）今回の地域計画の対象とする地域資源（案）について
（２）今年度実施した調査の状況について
（３）（仮称）土浦市文化財保存活用地域計画の検討について

第4回 7 21
令和4年度第1回文化財保存活用地域計画推進協議会
（１）（仮称）土浦市文化財保存活用地域計画の検討について

第5回 10 7
令和4年度第２回文化財保存活用地域計画推進協議会
（１）（仮称）土浦市文化財保存活用地域計画の検討について

第6回 10 27
令和4年度第３回文化財保存活用地域計画推進協議会
（仮称）土浦市文化財保存活用地域計画の検討について

第7回 令和５年 2 10
令和4年度第４回文化財保存活用地域計画推進協議会
（仮称）土浦市文化財保存活用地域計画の検討について

令和３年

令和４年度
（2022）

令和４年

令和３年度
（2021）
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２．計画作成の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 月 日 実施内容

6 18 文化財保存活用地域計画先進地ヒアリング（茨城県牛久市）

11 11
文化財保存活用地域計画の作成について文化庁地域文化創生本部の指導を受ける。以降指導内容を
基に、内部協議・準備を開始する。

3 19 土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会設置要綱制定

4 22 文化財愛護の会会員による「地域の宝（未指定文化財）所在調査（アンケート：～7月31日まで）

5 21 文化財保存活用地域計画先進地ヒアリング（栃木県下野市）

1 土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会委員委嘱

23 令和3年度第1回土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会開催

14 文化庁調査官現地指導（～15日）

21 令和3年度第２回土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会開催

2 歴史的建造物状況確認調査（茨城県建築士会土浦支部委託：～令和4年2月28日まで）

16 未指定文化財地域調査（文化財愛護の会協力：～令和4年１月20日まで）

24 市民アンケート調査〔土浦市の『地域の宝』に関するアンケート〕（～12月24日まで）

15 令和3年度第3回土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会（書面会議）

22 令和3年度第2回文化財保護審議会（書面会議）にて文化財保存活用地域計画の進捗状況を報告

3 15 文化庁地域文化創生本部・文化資源活用課の指導

12 令和4年度第1回文化財保護審議会にて文化財保存活用地域計画の進捗状況を報告

21 令和4年度第1回文化財保存活用地域計画推進協議会

8 17 文化庁地域文化創生本部・文化資源活用課の指導

7 令和4年度第2回文化財保存活用地域計画推進協議会

27 令和4年度第3回文化財保存活用地域計画推進協議会

11 25 文化庁地域文化創生本部・文化資源活用課の指導

12 12 文化財保存活用地域計画の作成に伴うパブリック・コメント実施（～１/11  まで）

2 10 令和4年度第4回文化財保存活用地域計画推進協議会

令和４
（2022）

7

10

令和２
（2020）

令和３
（2021）

6

10

11

2
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附-3 

土浦市文化財保護審議会（令和５年３月現在） 

役 職 氏 名 専   門 所 属 等 
会長 田上 顯※ 遺跡（史跡）・名勝地（名勝）・ 

動物、植物、地質鉱物（天然記念物） 
（元）茨城県立歴史館学芸部長 

副会長 徳丸 亞木※ 日本民俗学 筑波大学人文社会系教授 
 飯田 勝明 植物 茨城県自然博物館 
 稲葉 千種 古文書・書籍・典籍 俳画教室講師 
 小泉 光正※ 考古資料 （元）茨城県教育財団 
 佐々木 倫朗 中世史 大正大学文学部教授 
 藤川 昌樹※ 建造物 筑波大学システム情報系教授 
 由波 俊幸 近世史 茨城県立歴史館首席研究員 

※土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会委員兼務 

土浦市博物館協議会（令和５年３月現在） 

役職 氏 名 所属等 選出区分 
会長 田上 顯 土浦市文化財保護審議会長 

学識経験者 副会長 滝沢 誠 筑波大学人文社会系教授 
 下村 壽郎 土浦市議会文教厚生委員長 
 奥谷 克二 土浦市学校長会代表 学校教育 
 猪股 登志子 土浦市文化協会企画委員長 社会教育 
 今泉 芳子 土浦市女性団体連絡協議会広報部長 家庭教育 
 

伊藤 律子 土浦市小中学校PTA連絡協議会 
子育てネットワーク委員会委員長 

家庭教育 

 

「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合調査委員会（令和５年３月現在） 

役職 氏 名 所 属 専門等 選出区分 
顧問 安藤 真理子 土浦市長  

宮嶋 謙 かすみがうら市長  
鈴木 周也 行方市長  

会長 徳丸 亞木 筑波大学教授 漁労習俗、漁民信仰 学識経験者 
副会長 昆 政明 神奈川大学特任教授 和船、船舶史 
 岩崎 真也 茨城ビデオパック代表 民俗映像 
 沼澤 篤 元茨城大学特任教授 自然(生態､環境､地形) 
 林 圭史 茨城県立歴史館学芸員 生業（漁業、漁法） 
 松田 秋彦 水産技術研究所主任研究員 漁船工学 
 山﨑 慎太郎 水産技術研究所主任研究員 漁具、漁法 
 入野 浩美 土浦市教育委員会教育長 市代表 
 井坂 庄衛 かすみがうら市教育委員会教育長 
 横田 英一 行方市教育委員会教育長 
 古仁所 登 土浦帆曳船保存会長 保存会 
 戸田 廣 霞ヶ浦帆引き船・帆引き網漁法保存会長 
 鬼沢 弘明 行方帆引き船保存会副会長 
 沼尻 健 土浦市商工観光課長 観光帆引き船 
 石川 和彦 かすみがうら市観光課長 
 浜田 健太郎 行方市観光課長 

 

土浦市民ギャラリー美術品収集検討委員会（令和５年３月現在） 

氏 名 所  属 
山口 和子 茨城県近代美術館企画課長 
寺門 臨太郎 筑波大学芸術系准教授 
島津 利幸 （元）公益財団法人常陽芸文センター理事事務局長兼学芸部長 

附-4 

指定文化財一覧 
 

○国指定文化財（12 件） 

■国 宝 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

工芸品 207 短刀 銘 筑州住行弘 南 北 朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S32.2.19 

■重要文化財等 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

建造物 1978 旧茨城県立土浦中学校本館 明治 真鍋四丁目 茨城県 S51.2.3 

絵 画 14 

絹本著色高峰和尚像 元 

中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S24.2.18 絹本著色復庵和尚像 室町 

絹本著色中峰和尚像 元 

彫 刻 45 木造薬師如来坐像 平安 下高津二丁目 常福寺 T9.8.16 

工 

芸 

品 

20 銅鐘 鎌倉 大手町 䓁覺寺 T9.8.16 

21 銅鐘 鎌倉 宍塚 般若寺 T9.8.16 

1209 太刀 銘 守家造 鎌倉 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S25.8.29 

1211 太刀 銘 信房作 鎌倉 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S25.8.29 

1212 太刀 銘 恒次 鎌倉 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S25.8.29 

1661 短刀 銘 国光 鎌倉 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S28.3.31 

考古資料 620 茨城県武者塚古墳出土品 古墳 上高津（考古資料館） 土浦市 H26.8.21 

遺跡(史跡) － 上高津貝塚 縄文 上高津・宍塚 土浦市 S52.10.4 

○県指定文化財（46 件） 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

建造物 

38 前野家住宅 江戸 永井 個人 S47.12.18 

43 冨岡家住宅 江戸 白鳥町 個人 S49.3.31 

65 矢口家住宅 江戸 中央一丁目 個人 S55.12.25 

絵 

画 

5 絹本著色普賢菩薩像 鎌倉 文京町 神龍寺 S30.6.25 

39 絹本著色釈迦涅槃像 鎌倉～南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

40 紙本著色小田政治肖像画 室町 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

41 紙本著色小田氏治肖像画 安土桃山 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

彫

刻 

29 銅造阿弥陀如来立像 鎌倉 立田町 浄真寺 S34.5.22 

31 銅板十一面観音御正体 鎌倉 真鍋一丁目 個人 S35.3.28 

68 銅造阿弥陀如来立像 南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

69 木造中峯禅師坐像 元 高岡 法雲寺 S43.3.28 

110 木造薬師如来脇侍三尊像 南北朝 大岩田 法泉寺 S49.3.31 

111 木造薬師如来立像 鎌倉～南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 観音寺 S49.3.31 

114 木造釈迦如来立像 鎌倉～南北朝 宍塚 般若寺 S50.3.25 

131 木造阿弥陀如来坐像 鎌倉 沖宿町 海蔵寺 S63.1.25 

136 木造広智上人坐像 鎌倉 東城寺 東城寺 H2.1.25 

工

芸

品 

32 太刀（銘 国貞） 鎌倉 中央一丁目 個人 S36.3.24 

33 太刀（銘 来橘光定） 南北朝 中央一丁目 個人 S36.3.24 

68 六地蔵石幢 室町 東城寺 東城寺地区 S41.3.7 

69 石造五輪塔 室町 小高 小高地区 S41.3.7 

73 六地蔵石幢 安土桃山 永井 個人 S42.3.30 

76 棕毛払子 元～明 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

78 石造五輪塔 鎌倉 宍塚 般若寺 S43.3.28 

82 青磁三階塔 明 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S44.3.20 

86 石造五輪塔 室町 本郷 個人 S45.5.28 

105 金銅割五鈷杵 鎌倉 大岩田 法泉寺 S49.3.31 

106 五鈷鈴 鎌倉 中央一丁目（博物館寄託） 観音寺 S49.3.31 

107 銅製丸鏡 室町 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S49.3.31 

117 竹繊払子 元 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S56.12.24 

118 石造燈籠 室町 小野 日枝神社 S56.12.24 

書 跡 

2 大般若波羅蜜多経 平安 沖宿町 海蔵寺 S33.3.12 

19 
紺紙金泥大般若波羅蜜多経一巻 

（巻五〇六） 
鎌倉～南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 
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附-3 

土浦市文化財保護審議会（令和５年３月現在） 

役 職 氏 名 専   門 所 属 等 
会長 田上 顯※ 遺跡（史跡）・名勝地（名勝）・ 

動物、植物、地質鉱物（天然記念物） 
（元）茨城県立歴史館学芸部長 

副会長 徳丸 亞木※ 日本民俗学 筑波大学人文社会系教授 
 飯田 勝明 植物 茨城県自然博物館 
 稲葉 千種 古文書・書籍・典籍 俳画教室講師 
 小泉 光正※ 考古資料 （元）茨城県教育財団 
 佐々木 倫朗 中世史 大正大学文学部教授 
 藤川 昌樹※ 建造物 筑波大学システム情報系教授 
 由波 俊幸 近世史 茨城県立歴史館首席研究員 

※土浦市文化財保存活用地域計画推進協議会委員兼務 

土浦市博物館協議会（令和５年３月現在） 

役職 氏 名 所属等 選出区分 
会長 田上 顯 土浦市文化財保護審議会長 

学識経験者 副会長 滝沢 誠 筑波大学人文社会系教授 
 下村 壽郎 土浦市議会文教厚生委員長 
 奥谷 克二 土浦市学校長会代表 学校教育 
 猪股 登志子 土浦市文化協会企画委員長 社会教育 
 今泉 芳子 土浦市女性団体連絡協議会広報部長 家庭教育 
 

伊藤 律子 土浦市小中学校PTA連絡協議会 
子育てネットワーク委員会委員長 

家庭教育 

 

「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合調査委員会（令和５年３月現在） 

役職 氏 名 所 属 専門等 選出区分 
顧問 安藤 真理子 土浦市長  

宮嶋 謙 かすみがうら市長  
鈴木 周也 行方市長  

会長 徳丸 亞木 筑波大学教授 漁労習俗、漁民信仰 学識経験者 
副会長 昆 政明 神奈川大学特任教授 和船、船舶史 
 岩崎 真也 茨城ビデオパック代表 民俗映像 
 沼澤 篤 元茨城大学特任教授 自然(生態､環境､地形) 
 林 圭史 茨城県立歴史館学芸員 生業（漁業、漁法） 
 松田 秋彦 水産技術研究所主任研究員 漁船工学 
 山﨑 慎太郎 水産技術研究所主任研究員 漁具、漁法 
 入野 浩美 土浦市教育委員会教育長 市代表 
 井坂 庄衛 かすみがうら市教育委員会教育長 
 横田 英一 行方市教育委員会教育長 
 古仁所 登 土浦帆曳船保存会長 保存会 
 戸田 廣 霞ヶ浦帆引き船・帆引き網漁法保存会長 
 鬼沢 弘明 行方帆引き船保存会副会長 
 沼尻 健 土浦市商工観光課長 観光帆引き船 
 石川 和彦 かすみがうら市観光課長 
 浜田 健太郎 行方市観光課長 

 

土浦市民ギャラリー美術品収集検討委員会（令和５年３月現在） 

氏 名 所  属 
山口 和子 茨城県近代美術館企画課長 
寺門 臨太郎 筑波大学芸術系准教授 
島津 利幸 （元）公益財団法人常陽芸文センター理事事務局長兼学芸部長 

附-4 

指定文化財一覧 
 

○国指定文化財（12 件） 

■国 宝 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

工芸品 207 短刀 銘 筑州住行弘 南 北 朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S32.2.19 

■重要文化財等 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

建造物 1978 旧茨城県立土浦中学校本館 明治 真鍋四丁目 茨城県 S51.2.3 

絵 画 14 

絹本著色高峰和尚像 元 

中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S24.2.18 絹本著色復庵和尚像 室町 

絹本著色中峰和尚像 元 

彫 刻 45 木造薬師如来坐像 平安 下高津二丁目 常福寺 T9.8.16 

工 

芸 

品 

20 銅鐘 鎌倉 大手町 䓁覺寺 T9.8.16 

21 銅鐘 鎌倉 宍塚 般若寺 T9.8.16 

1209 太刀 銘 守家造 鎌倉 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S25.8.29 

1211 太刀 銘 信房作 鎌倉 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S25.8.29 

1212 太刀 銘 恒次 鎌倉 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S25.8.29 

1661 短刀 銘 国光 鎌倉 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S28.3.31 

考古資料 620 茨城県武者塚古墳出土品 古墳 上高津（考古資料館） 土浦市 H26.8.21 

遺跡(史跡) － 上高津貝塚 縄文 上高津・宍塚 土浦市 S52.10.4 

○県指定文化財（46 件） 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

建造物 

38 前野家住宅 江戸 永井 個人 S47.12.18 

43 冨岡家住宅 江戸 白鳥町 個人 S49.3.31 

65 矢口家住宅 江戸 中央一丁目 個人 S55.12.25 

絵 

画 

5 絹本著色普賢菩薩像 鎌倉 文京町 神龍寺 S30.6.25 

39 絹本著色釈迦涅槃像 鎌倉～南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

40 紙本著色小田政治肖像画 室町 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

41 紙本著色小田氏治肖像画 安土桃山 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

彫

刻 

29 銅造阿弥陀如来立像 鎌倉 立田町 浄真寺 S34.5.22 

31 銅板十一面観音御正体 鎌倉 真鍋一丁目 個人 S35.3.28 

68 銅造阿弥陀如来立像 南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

69 木造中峯禅師坐像 元 高岡 法雲寺 S43.3.28 

110 木造薬師如来脇侍三尊像 南北朝 大岩田 法泉寺 S49.3.31 

111 木造薬師如来立像 鎌倉～南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 観音寺 S49.3.31 

114 木造釈迦如来立像 鎌倉～南北朝 宍塚 般若寺 S50.3.25 

131 木造阿弥陀如来坐像 鎌倉 沖宿町 海蔵寺 S63.1.25 

136 木造広智上人坐像 鎌倉 東城寺 東城寺 H2.1.25 

工

芸

品 

32 太刀（銘 国貞） 鎌倉 中央一丁目 個人 S36.3.24 

33 太刀（銘 来橘光定） 南北朝 中央一丁目 個人 S36.3.24 

68 六地蔵石幢 室町 東城寺 東城寺地区 S41.3.7 

69 石造五輪塔 室町 小高 小高地区 S41.3.7 

73 六地蔵石幢 安土桃山 永井 個人 S42.3.30 

76 棕毛払子 元～明 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

78 石造五輪塔 鎌倉 宍塚 般若寺 S43.3.28 

82 青磁三階塔 明 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S44.3.20 

86 石造五輪塔 室町 本郷 個人 S45.5.28 

105 金銅割五鈷杵 鎌倉 大岩田 法泉寺 S49.3.31 

106 五鈷鈴 鎌倉 中央一丁目（博物館寄託） 観音寺 S49.3.31 

107 銅製丸鏡 室町 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S49.3.31 

117 竹繊払子 元 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S56.12.24 

118 石造燈籠 室町 小野 日枝神社 S56.12.24 

書 跡 

2 大般若波羅蜜多経 平安 沖宿町 海蔵寺 S33.3.12 

19 
紺紙金泥大般若波羅蜜多経一巻 

（巻五〇六） 
鎌倉～南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 
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附-5 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

書 跡 20 法雲寺文書 室町 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

考

古

資

料

2 東城寺結界石 鎌倉 東城寺 東城寺地区 S41.3.7 

3 下坂田の板碑 鎌倉 下坂田 個人 S41.3.7 

6 結界石 鎌倉 中央一丁目（博物館寄託） 般若寺 S43.3.28 

11 鐃の鋳型溶笵 中世 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S55.2.28 

歴史資料 10 色川三中関係史料 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

H28.1.21 

（追加指定） 

R2.12.28 

無形民俗 

文化財 

2 からかさ万灯 － 大畑 

大畑から

かさ万灯

保存会 

S37.10.24 

25 田宮ばやし － 田宮 
田宮ばや

し保存会 
S52.5.2 

31 日枝神社流鏑馬祭 － 小野・沢辺・東城寺入会地 

日枝神社

流鏑馬祭

保存会 

S6.1.26 

遺跡 

(史跡) 

－ 藤原藤房卿遺跡 南北朝 藤沢 土浦市 S14.3.6 

1 土浦城跡および櫓門 江戸 中央一丁目(亀城公園) 土浦市 S27.11.18 

37 東城寺経塚群 平安 東城寺 土浦市 H3.1.25 

動物､ 植

物､地質鉱

物（天然記

念物） 

4 真鍋のサクラ － 
真鍋四丁目 

（真鍋小学校） 
土浦市 

S31.5.25 

（追加指定） 

H14.10.29 

5 亀城のシイ － 中央一丁目(亀城公園) 土浦市 S31.5.25 

○市指定文化財（221 件） 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

建

造

物 

1 郁文館の正門 江戸 文京町 土浦市 S46.7.13 

2 中貫宿本陣 江戸 中貫 個人 S46.7.13 

5 善応寺観音堂 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S46.7.13 

6 土浦城旧前川口門 江戸 中央一丁目(亀城公園) 土浦市 

S46.7.13 

(名称変更) 

H14.3.7 

7 弥陀堂 江戸 粕毛 粕毛地区 S48.12.1 

8 水天宮本殿 江戸 川口二丁目 三社奉賛会 S48.12.1 

9 䓁覺寺鐘楼 明治 大手町 䓁覺寺 S48.12.1 

10 東光寺瑠璃光殿 江戸 大手町 東光寺 S48.12.1 

12 大聖寺山門 江戸 永国 大聖寺 S50.8.21 

13 大聖寺四脚門 江戸 永国 大聖寺 S50.8.21 

14 鹿島神社本殿・拝殿・鳥居 江戸 中村西根 
鹿島神社

氏子総代 
S53.3.25 

15 高野家住宅 江戸 神立町 個人 S57.12.1 

16 愛宕神社本拝殿 江戸 下高津二丁目 
愛宕神社

氏子総代 
H13.3.1 

17 八坂神社本殿・拝殿・幣殿 江戸～明治 真鍋五丁目 八坂神社 H13.3.1 

18 
栄稲荷神社本殿 附 神像

及び扁額 
明治 桜町二丁目 個人 H22.12.21 

絵 

 

画 

1 絹本著色釈迦如来図 李朝 中央一丁目（博物館寄託） 瀧泉寺 S46.7.13 

2 絹本著色涅槃図 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 観音寺 S48.2.1 

3 絹本両界曼荼羅図 鎌倉～室町 永国 大聖寺 S50.8.21 

4 捕鯨図 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S60.3.20 

5 神龍寺旧本堂天井の雲龍図 江戸 文京町 神龍寺 H13.3.1 

6 絹本著色草座釈迦像 南北朝～室町 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S53.5.22 

7 絹本著色観世音菩薩像 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S53.5.22 

8 絹本著色渡唐天神立像 室町～江戸 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S55.9.29 

9 絹本著色雪伝肖像画 安土桃山 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S55.9.29 

10 絹本著色両界曼荼羅 室町～江戸 藤沢 神宮寺 S55.9.29 

11 絹本著色釈迦十六善神図 室町～江戸 藤沢 神宮寺 S55.9.29 

建造物第 3号（中川家住宅）、第 4号（法泉寺日暮門）、第 11 号（矢口家住宅）は欠番 

附-6 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

彫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

刻 

1 石造地蔵菩薩立像 江戸 菅谷町 
地蔵院檀

家総代 
S46.7.13 

2 木造千手観音菩薩立像 鎌倉～室町 神立町 観音寺 S48.2.1 

3 木造阿弥陀如来坐像 鎌倉 上高津 上高津地区 S48.2.1 

4 石造浮彫大日如来立像 江戸 烏山三丁目 
烏山三丁

目地区 
S48.2.1 

5 石造地蔵菩薩立像 江戸 神立町 個人 S48.2.1 

6 石造浮彫如意輪観音像 江戸 神立町 個人 S48.2.1 

7 石造姥神坐像 江戸 神立町 個人 S48.2.1 

9 木造地蔵菩薩立像 江戸 小松二丁目 個人 S48.12.1 

10 木造阿弥陀如来立像 平安 粕毛 粕毛地区 S48.12.1 

11 木造阿弥陀如来立像 室町～江戸 神立町 個人 S48.12.1 

12 石造浮彫如意輪観音像 江戸 上高津 大杉神社 S48.12.1 

13 木造阿弥陀如来立像 江戸 宍塚 般若寺 S48.12.1 

14 木造毘沙門天立像 江戸 宍塚 般若寺 S48.12.1 

15 木造釈迦如来両脇侍像 江戸 宍塚 般若寺 S48.12.1 

16 木造地蔵菩薩立像 江戸 木田余 宝積寺 S49.8.20 

17 石造浮彫馬頭観音像 江戸 木田余 宝積寺 S49.8.20 

18 木造十一面観音菩薩立像 室町 中央二丁目 個人 S49.8.20 

19 木造千手観音菩薩坐像 室町～江戸 神立町 個人 S49.8.20 

20 木造大黒天像 
安土桃山 

～江戸 
手野町 個人 S49.8.20 

21 木造薬師如来坐像及び両脇侍像 鎌倉 小松三丁目 小松地区 S49.8.20 

22 木造阿弥陀如来立像 鎌倉 小松三丁目 小松地区 S49.8.20 

23 木造不動明王坐像 室町 永国 大聖寺 S50.8.21 

24 木造千手観音菩薩坐像 鎌倉 城北町 個人 S50.8.21 

25 木造地蔵菩薩立像 平安 中高津二丁目 中高津二丁目 S51.9.25 

26 木造地蔵菩薩立像 平安 中高津二丁目 中高津二丁目 S51.9.25 

27 木造地蔵菩薩立像 江戸 中高津二丁目 中高津二丁目 S51.9.25 

28 木造千手観音菩薩立像 室町 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

29 木造大日如来立像 江戸 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

30 銅造十一面観音菩薩坐像 南北朝～室町 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

31 木造不動明王立像 室町～江戸 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

32 石造浮彫十三仏立像 江戸 田村町 神国寺 S63.10.22 

33 石造浮彫如意輪観音像 江戸 大岩田 
大岩田高蔵
寺檀徒総代 

S63.10.22 

34 石造浮彫大日如来立像 江戸 永国 大聖寺 S63.10.22 

35 石造浮彫愛染明王坐像 江戸 佐野子 
満蔵寺檀

家総代 
S63.10.22 

36 木造地蔵菩薩立像 
安土桃山 

～江戸 
藤沢 

地蔵院 

檀家総代 
S47.2.1 

37 石造浮彫地蔵菩薩立像 室町～江戸 本郷 個人 S49.9.21 

38 鉄造千手観音立像 中世～近世 下坂田 個人 S50.5.24 

39 銅造供養者形立像 平安 東城寺 東城寺地区 S53.9.26 

40 木造僧形坐像 鎌倉～室町 東城寺 東城寺地区 S53.9.26 

41 木造薬師如来坐像 室町～江戸 藤沢 藤沢下宿区 S57.4.28 

42 木造十二神将像 室町～江戸 藤沢 藤沢下宿区 S57.4.28 

43 木造不動明王及二童子立像 室町～江戸 藤沢 藤沢下宿区 S57.4.27 

工 

芸 

品 

1 石造宝篋印塔 安土桃山 常名 常名神社総代 S46.7.13 

2 石造五輪塔 室町 常名 金山寺 S46.7.13 

3 石造五輪塔 室町 佐野子 満蔵寺檀家総代 S46.7.13 

4 石造灯籠 室町 並木三丁目 個人 S46.7.13 

5 石造灯籠 江戸 田中二丁目 田中八幡神社 S46.7.13 
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附-5 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

書 跡 20 法雲寺文書 室町 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S43.3.28 

考

古

資

料

2 東城寺結界石 鎌倉 東城寺 東城寺地区 S41.3.7 

3 下坂田の板碑 鎌倉 下坂田 個人 S41.3.7 

6 結界石 鎌倉 中央一丁目（博物館寄託） 般若寺 S43.3.28 

11 鐃の鋳型溶笵 中世 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S55.2.28 

歴史資料 10 色川三中関係史料 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

H28.1.21 

（追加指定） 

R2.12.28 

無形民俗 

文化財 

2 からかさ万灯 － 大畑 

大畑から

かさ万灯

保存会 

S37.10.24 

25 田宮ばやし － 田宮 
田宮ばや

し保存会 
S52.5.2 

31 日枝神社流鏑馬祭 － 小野・沢辺・東城寺入会地 

日枝神社

流鏑馬祭

保存会 

S6.1.26 

遺跡 

(史跡) 

－ 藤原藤房卿遺跡 南北朝 藤沢 土浦市 S14.3.6 

1 土浦城跡および櫓門 江戸 中央一丁目(亀城公園) 土浦市 S27.11.18 

37 東城寺経塚群 平安 東城寺 土浦市 H3.1.25 

動物､植

物､地質鉱

物（天然記

念物） 

4 真鍋のサクラ － 
真鍋四丁目 

（真鍋小学校） 
土浦市 

S31.5.25 

（追加指定） 

H14.10.29 

5 亀城のシイ － 中央一丁目(亀城公園) 土浦市 S31.5.25 

○市指定文化財（221 件） 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

建

造

物 

1 郁文館の正門 江戸 文京町 土浦市 S46.7.13 

2 中貫宿本陣 江戸 中貫 個人 S46.7.13 

5 善応寺観音堂 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S46.7.13 

6 土浦城旧前川口門 江戸 中央一丁目(亀城公園) 土浦市 

S46.7.13 

(名称変更) 

H14.3.7 

7 弥陀堂 江戸 粕毛 粕毛地区 S48.12.1 

8 水天宮本殿 江戸 川口二丁目 三社奉賛会 S48.12.1 

9 䓁覺寺鐘楼 明治 大手町 䓁覺寺 S48.12.1 

10 東光寺瑠璃光殿 江戸 大手町 東光寺 S48.12.1 

12 大聖寺山門 江戸 永国 大聖寺 S50.8.21 

13 大聖寺四脚門 江戸 永国 大聖寺 S50.8.21 

14 鹿島神社本殿・拝殿・鳥居 江戸 中村西根 
鹿島神社

氏子総代 
S53.3.25 

15 高野家住宅 江戸 神立町 個人 S57.12.1 

16 愛宕神社本拝殿 江戸 下高津二丁目 
愛宕神社

氏子総代 
H13.3.1 

17 八坂神社本殿・拝殿・幣殿 江戸～明治 真鍋五丁目 八坂神社 H13.3.1 

18 
栄稲荷神社本殿 附 神像

及び扁額 
明治 桜町二丁目 個人 H22.12.21 

絵 

 

画 

1 絹本著色釈迦如来図 李朝 中央一丁目（博物館寄託） 瀧泉寺 S46.7.13 

2 絹本著色涅槃図 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 観音寺 S48.2.1 

3 絹本両界曼荼羅図 鎌倉～室町 永国 大聖寺 S50.8.21 

4 捕鯨図 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S60.3.20 

5 神龍寺旧本堂天井の雲龍図 江戸 文京町 神龍寺 H13.3.1 

6 絹本著色草座釈迦像 南北朝～室町 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S53.5.22 

7 絹本著色観世音菩薩像 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S53.5.22 

8 絹本著色渡唐天神立像 室町～江戸 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S55.9.29 

9 絹本著色雪伝肖像画 安土桃山 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S55.9.29 

10 絹本著色両界曼荼羅 室町～江戸 藤沢 神宮寺 S55.9.29 

11 絹本著色釈迦十六善神図 室町～江戸 藤沢 神宮寺 S55.9.29 
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附-6 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

彫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

刻 

1 石造地蔵菩薩立像 江戸 菅谷町 
地蔵院檀

家総代 
S46.7.13 

2 木造千手観音菩薩立像 鎌倉～室町 神立町 観音寺 S48.2.1 

3 木造阿弥陀如来坐像 鎌倉 上高津 上高津地区 S48.2.1 

4 石造浮彫大日如来立像 江戸 烏山三丁目 
烏山三丁

目地区 
S48.2.1 

5 石造地蔵菩薩立像 江戸 神立町 個人 S48.2.1 

6 石造浮彫如意輪観音像 江戸 神立町 個人 S48.2.1 

7 石造姥神坐像 江戸 神立町 個人 S48.2.1 

9 木造地蔵菩薩立像 江戸 小松二丁目 個人 S48.12.1 

10 木造阿弥陀如来立像 平安 粕毛 粕毛地区 S48.12.1 

11 木造阿弥陀如来立像 室町～江戸 神立町 個人 S48.12.1 

12 石造浮彫如意輪観音像 江戸 上高津 大杉神社 S48.12.1 

13 木造阿弥陀如来立像 江戸 宍塚 般若寺 S48.12.1 

14 木造毘沙門天立像 江戸 宍塚 般若寺 S48.12.1 

15 木造釈迦如来両脇侍像 江戸 宍塚 般若寺 S48.12.1 

16 木造地蔵菩薩立像 江戸 木田余 宝積寺 S49.8.20 

17 石造浮彫馬頭観音像 江戸 木田余 宝積寺 S49.8.20 

18 木造十一面観音菩薩立像 室町 中央二丁目 個人 S49.8.20 

19 木造千手観音菩薩坐像 室町～江戸 神立町 個人 S49.8.20 

20 木造大黒天像 
安土桃山 

～江戸 
手野町 個人 S49.8.20 

21 木造薬師如来坐像及び両脇侍像 鎌倉 小松三丁目 小松地区 S49.8.20 

22 木造阿弥陀如来立像 鎌倉 小松三丁目 小松地区 S49.8.20 

23 木造不動明王坐像 室町 永国 大聖寺 S50.8.21 

24 木造千手観音菩薩坐像 鎌倉 城北町 個人 S50.8.21 

25 木造地蔵菩薩立像 平安 中高津二丁目 中高津二丁目 S51.9.25 

26 木造地蔵菩薩立像 平安 中高津二丁目 中高津二丁目 S51.9.25 

27 木造地蔵菩薩立像 江戸 中高津二丁目 中高津二丁目 S51.9.25 

28 木造千手観音菩薩立像 室町 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

29 木造大日如来立像 江戸 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

30 銅造十一面観音菩薩坐像 南北朝～室町 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

31 木造不動明王立像 室町～江戸 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

32 石造浮彫十三仏立像 江戸 田村町 神国寺 S63.10.22 

33 石造浮彫如意輪観音像 江戸 大岩田 
大岩田高蔵
寺檀徒総代 

S63.10.22 

34 石造浮彫大日如来立像 江戸 永国 大聖寺 S63.10.22 

35 石造浮彫愛染明王坐像 江戸 佐野子 
満蔵寺檀

家総代 
S63.10.22 

36 木造地蔵菩薩立像 
安土桃山 

～江戸 
藤沢 

地蔵院 

檀家総代 
S47.2.1 

37 石造浮彫地蔵菩薩立像 室町～江戸 本郷 個人 S49.9.21 

38 鉄造千手観音立像 中世～近世 下坂田 個人 S50.5.24 

39 銅造供養者形立像 平安 東城寺 東城寺地区 S53.9.26 

40 木造僧形坐像 鎌倉～室町 東城寺 東城寺地区 S53.9.26 

41 木造薬師如来坐像 室町～江戸 藤沢 藤沢下宿区 S57.4.28 

42 木造十二神将像 室町～江戸 藤沢 藤沢下宿区 S57.4.28 

43 木造不動明王及二童子立像 室町～江戸 藤沢 藤沢下宿区 S57.4.27 

工 

芸 

品 

1 石造宝篋印塔 安土桃山 常名 常名神社総代 S46.7.13 

2 石造五輪塔 室町 常名 金山寺 S46.7.13 

3 石造五輪塔 室町 佐野子 満蔵寺檀家総代 S46.7.13 

4 石造灯籠 室町 並木三丁目 個人 S46.7.13 

5 石造灯籠 江戸 田中二丁目 田中八幡神社 S46.7.13 
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附-7 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

工 
 
 
 
 
 
 

芸 
 
 
 
 
 
 

品 

6 六地蔵石幢 室町 真鍋三丁目 善応寺 S46.7.13 

7 六地蔵石幢 室町 宍塚 般若寺 S46.7.13 

8 石造五重塔 室町 神立町 観音寺 S48.2.1 

9 桐紋透轡 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

10 螺鈿酢漿草鞍 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

11 色々威二枚胴具足 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

12 桶側二枚胴具足 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

13 鉦鼓 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 
烏山三丁

目地区 
S48.2.1 

14 木造舎利塔 室町 大岩田 法泉寺 S48.2.1 

15 亀甲紋散象嵌鐙 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

16 蓬莱図鏡 江戸 小松二丁目 個人 S48.12.1 

17 桶側二枚胴具足 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

18 笈形具足櫃 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

19 鉄錆地五枚胴具足 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

20 銅板打ち出し懸仏 江戸 粕毛 粕毛地区 S48.12.1 

21 梅花金蒔絵文箱 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

22 蓬莱図柄鏡 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

23 花月文字入柄鏡 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

24 笹竜胆唐草文蒔絵懸盤 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

25 芦屋釜 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

26 鉄製菊水文提子 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

27 根来塗長柄銚子 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

28 朱漆塗天目台 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

29 金海茶碗 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

30 石造五輪塔 室町～江戸 今泉 今泉地区 S48.12.1 

31 六地蔵石幢 室町 木田余 宝積寺 S49.8.20 

32 布袋図柄鏡 江戸 木田余 宝積寺 S49.8.20 

33 貝多羅葉 近代以前 木田余 宝積寺 S49.8.20 

34 鬼面把手付陶製瓶掛 江戸 中央二丁目 個人 S49.8.20 

35 信楽焼壺 江戸 神立町 個人 S49.8.20 

36 簾天神名号 江戸 永国 大聖寺 S50.8.21 

37 石造五輪塔 江戸 粟野町 愛宕神社 S51.9.25 

38 三石紋仏胴具足 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S51.9.25 

39 四橛 室町 中央一丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

40 五鈷鈴 室町 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

41 五鈷杵 室町 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

42 石造五輪塔群 室町 手野町 空禅寺 S57.12.1 

43 六地蔵石幢 室町 手野町 空禅寺 S57.12.1 

44 脇指 銘 備州長船倫光 南北朝 中央一丁目 個人 H 元.5.1 

45 石造五輪塔 室町 高岡 法雲寺 S49.9.21 

46 石造宝篋印塔 室町 高岡 法雲寺 S49.9.21 

47 六地蔵石幢 室町 本郷 盛泉寺 S49.9.21 

48 六地蔵石幢 室町 本郷 盛泉寺 S49.9.21 

49 石造五輪塔 室町 藤沢 神宮寺 S49.9.21 

50 石造宝篋印塔 江戸 永井 個人 S50.5.24 

52 禅版 南北朝～室町 中央一丁目（市立博物館） 法雲寺 S51.6.17 

53 燈心（品位）等級印並びに容器 江戸 田土部 個人 S53.5.22 

54 庚申塔（兼道標） 江戸 藤沢 藤沢一区 S55.11.28 

55 石造多宝塔 江戸 藤沢 藤沢一区 S59.2.21 

56 六地蔵石憧 室町 永井 個人 S59.2.21 

書 

跡 

1 佐久良東雄の書 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S48.12.1 

2 李鴻章の書 清 右籾 日先神社 S48.12.1 

4 伝 後光厳天皇宸筆 室町 中央一丁目（市立博物館） 法雲寺 S55.9.29 

5 大般若経 中世～近世 藤沢 神宮寺 S55.9.29 

6 来栖家文書 室町 藤沢 個人 S55.11.28 

書跡第 3号（石田家文書）、工芸品第 51号（無縫塔）は欠番 

 

附-8 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

古 

文 

書 

1 大聖寺蔵文書 江戸 永国 大聖寺 S55.9.30 

2 霞ヶ浦四十八津掟書 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S57.12.1 

3 船問屋関係文書 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S57.12.1 

4 御運上願江戸・土浦附留帳 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S57.12.1 

5 醤油仲間証文帳 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 土浦醤油仲間 H元.5.1 

6 遠近橋 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 H27.5.28 

 7 石田文書 中世～江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 R5.3.24 

考 
 

古 
 

資 
 

料 

1 石枕 古墳 上高津（考古資料館寄託） 個人 S46.7.13 

2 籠目の付いた壺 古墳 上高津（考古資料館寄託） 霞ヶ浦学園 

S46.7.13 

（名称変更） 

S63.10.22 

3 石造阿弥陀種子板碑 鎌倉 宍塚 般若寺 H 元.5.1 

4 石造地蔵菩薩板碑 安土桃山～江戸 田宮 個人 S49.9.21 

5 石造六字名号板碑 江戸 高岡 法雲寺 S50.5.24 

6 石造阿弥陀種子板碑 南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S51.6.17 

7 坩堝 中世 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S53.9.26 

8 石造二十三夜供養板碑 江戸 高岡 個人 S58.1.25 

9 石造二十三夜供養板碑 江戸 藤沢 藤沢東町地区 S60.3.11 

10 東城寺結界石 鎌倉 東城寺 個人 S62.2.19 

11 石造湯殿山時念仏供養板碑 江戸 田宮 梶ノ宮神社 S62.6.25 

12 石造六字名号板碑 江戸 田宮 土浦市 S62.6.25 

13 石造湯殿山時念仏供養板碑 江戸 高岡 高岡根地区 S62.6.25 

14 重圏文鏡 古墳 下坂田 個人 S63.8.19 

15 烏山遺跡・八幡脇遺跡出土玉作資料 古墳 上高津（考古資料館） 土浦市 H28.3.23 

歴 

史 

資 

料 

1 算額 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 瀧泉寺 S46.7.13 

2 大輿地球儀 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S46.7.13 

3 渾天儀 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S46.7.13 

4 関流炮術関係資料 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 

S46.7.13 

(追加指定･名称変更) 

H22.12.21 

5 渾天儀 江戸 飯田 個人 S48.12.1 

6 土浦城櫓門の太鼓 江戸 中央一丁目（市立博物館） 八坂神社 S48.12.1 

7 土浦道中絵図 江戸 真鍋一丁目 個人 S48.12.1 

8 大輿地球儀 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.12.1 

9 坤輿万国全図 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S51.9.25 

11 地球万国図説 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 H 元.5.1 

12 木造大日如来坐像胎内銘 江戸 永国 大聖寺 H25．2.28 

13 旧川口川閘門鉄扉及び排水ポンプ 明治、昭和 川口一丁目 土浦市 R2.8.25 

有
形
民
俗
文
化
財 

1 土浦町内祇園祭礼式真図 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S48.12.1 

2 不動院力石 江戸 中央一丁目 瀧泉寺 S48.12.1 

3 鷲神社力石 江戸 東崎町 
鷲神社氏

子総代 
S48.12.1 

4 水天宮力石 江戸 川口二丁目 三社奉賛会 S48.12.1 

5 鷲大神宮座文書 江戸 田村町 
田村町十

六人当 
S55.9.30 

6 土浦御祭礼之図・水戸様御入国之図 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S55.9.30 

7 煙火筒 江戸 藤沢 土浦市 S50.5.24 

無形民俗

文化財 

1 上高津大杉ばやし － 上高津 
上高津大杉ば

やし保存会 
S48.2.1 

3 菅谷ばやし － 菅谷町 
菅谷ばや

し保存会 
S55.9.30 

4 盆綱 － 佐野子 佐野子町地区 H元.5.1 

5 虫送り － 飯田 飯田町地区 H 元.5.1 

6 的ぶち － 矢作 矢作町地区 H 元.5.1 

7 土浦の木遣り・纏振り・梯子乗り － 中貫 土浦鳶職組合 H28.3.23 

無形民俗文化財第 2号（田中八幡仁羽ばやし）、歴史資料第 10号「色川三中関係資料」は欠番 
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附-7 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

工 
 
 
 
 
 
 

芸 
 
 
 
 
 
 

品 

6 六地蔵石幢 室町 真鍋三丁目 善応寺 S46.7.13 

7 六地蔵石幢 室町 宍塚 般若寺 S46.7.13 

8 石造五重塔 室町 神立町 観音寺 S48.2.1 

9 桐紋透轡 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

10 螺鈿酢漿草鞍 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

11 色々威二枚胴具足 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

12 桶側二枚胴具足 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

13 鉦鼓 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 
烏山三丁

目地区 
S48.2.1 

14 木造舎利塔 室町 大岩田 法泉寺 S48.2.1 

15 亀甲紋散象嵌鐙 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.2.1 

16 蓬莱図鏡 江戸 小松二丁目 個人 S48.12.1 

17 桶側二枚胴具足 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

18 笈形具足櫃 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

19 鉄錆地五枚胴具足 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

20 銅板打ち出し懸仏 江戸 粕毛 粕毛地区 S48.12.1 

21 梅花金蒔絵文箱 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

22 蓬莱図柄鏡 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

23 花月文字入柄鏡 江戸 並木三丁目 個人 S48.12.1 

24 笹竜胆唐草文蒔絵懸盤 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

25 芦屋釜 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

26 鉄製菊水文提子 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

27 根来塗長柄銚子 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

28 朱漆塗天目台 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

29 金海茶碗 江戸 中央一丁目 個人 S48.12.1 

30 石造五輪塔 室町～江戸 今泉 今泉地区 S48.12.1 

31 六地蔵石幢 室町 木田余 宝積寺 S49.8.20 

32 布袋図柄鏡 江戸 木田余 宝積寺 S49.8.20 

33 貝多羅葉 近代以前 木田余 宝積寺 S49.8.20 

34 鬼面把手付陶製瓶掛 江戸 中央二丁目 個人 S49.8.20 

35 信楽焼壺 江戸 神立町 個人 S49.8.20 

36 簾天神名号 江戸 永国 大聖寺 S50.8.21 

37 石造五輪塔 江戸 粟野町 愛宕神社 S51.9.25 

38 三石紋仏胴具足 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S51.9.25 

39 四橛 室町 中央一丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

40 五鈷鈴 室町 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

41 五鈷杵 室町 中央二丁目 瀧泉寺 S53.3.25 

42 石造五輪塔群 室町 手野町 空禅寺 S57.12.1 

43 六地蔵石幢 室町 手野町 空禅寺 S57.12.1 

44 脇指 銘 備州長船倫光 南北朝 中央一丁目 個人 H 元.5.1 

45 石造五輪塔 室町 高岡 法雲寺 S49.9.21 

46 石造宝篋印塔 室町 高岡 法雲寺 S49.9.21 

47 六地蔵石幢 室町 本郷 盛泉寺 S49.9.21 

48 六地蔵石幢 室町 本郷 盛泉寺 S49.9.21 

49 石造五輪塔 室町 藤沢 神宮寺 S49.9.21 

50 石造宝篋印塔 江戸 永井 個人 S50.5.24 

52 禅版 南北朝～室町 中央一丁目（市立博物館） 法雲寺 S51.6.17 

53 燈心（品位）等級印並びに容器 江戸 田土部 個人 S53.5.22 

54 庚申塔（兼道標） 江戸 藤沢 藤沢一区 S55.11.28 

55 石造多宝塔 江戸 藤沢 藤沢一区 S59.2.21 

56 六地蔵石憧 室町 永井 個人 S59.2.21 

書 

跡 

1 佐久良東雄の書 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S48.12.1 

2 李鴻章の書 清 右籾 日先神社 S48.12.1 

4 伝 後光厳天皇宸筆 室町 中央一丁目（市立博物館） 法雲寺 S55.9.29 

5 大般若経 中世～近世 藤沢 神宮寺 S55.9.29 

6 来栖家文書 室町 藤沢 個人 S55.11.28 

書跡第 3号（石田家文書）、工芸品第 51号（無縫塔）は欠番 

 

附-8 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

古 

文 

書 

1 大聖寺蔵文書 江戸 永国 大聖寺 S55.9.30 

2 霞ヶ浦四十八津掟書 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S57.12.1 

3 船問屋関係文書 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S57.12.1 

4 御運上願江戸・土浦附留帳 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S57.12.1 

5 醤油仲間証文帳 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 土浦醤油仲間 H元.5.1 

6 遠近橋 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 H27.5.28 

 7 石田文書 中世～江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 R5.3.24 

考 
 

古 
 

資 
 

料 

1 石枕 古墳 上高津（考古資料館寄託） 個人 S46.7.13 

2 籠目の付いた壺 古墳 上高津（考古資料館寄託） 霞ヶ浦学園 

S46.7.13 

（名称変更） 

S63.10.22 

3 石造阿弥陀種子板碑 鎌倉 宍塚 般若寺 H 元.5.1 

4 石造地蔵菩薩板碑 安土桃山～江戸 田宮 個人 S49.9.21 

5 石造六字名号板碑 江戸 高岡 法雲寺 S50.5.24 

6 石造阿弥陀種子板碑 南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 S51.6.17 

7 坩堝 中世 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S53.9.26 

8 石造二十三夜供養板碑 江戸 高岡 個人 S58.1.25 

9 石造二十三夜供養板碑 江戸 藤沢 藤沢東町地区 S60.3.11 

10 東城寺結界石 鎌倉 東城寺 個人 S62.2.19 

11 石造湯殿山時念仏供養板碑 江戸 田宮 梶ノ宮神社 S62.6.25 

12 石造六字名号板碑 江戸 田宮 土浦市 S62.6.25 

13 石造湯殿山時念仏供養板碑 江戸 高岡 高岡根地区 S62.6.25 

14 重圏文鏡 古墳 下坂田 個人 S63.8.19 

15 烏山遺跡・八幡脇遺跡出土玉作資料 古墳 上高津（考古資料館） 土浦市 H28.3.23 

歴 

史 

資 

料 

1 算額 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 瀧泉寺 S46.7.13 

2 大輿地球儀 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S46.7.13 

3 渾天儀 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S46.7.13 

4 関流炮術関係資料 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 

S46.7.13 

(追加指定･名称変更) 

H22.12.21 

5 渾天儀 江戸 飯田 個人 S48.12.1 

6 土浦城櫓門の太鼓 江戸 中央一丁目（市立博物館） 八坂神社 S48.12.1 

7 土浦道中絵図 江戸 真鍋一丁目 個人 S48.12.1 

8 大輿地球儀 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S48.12.1 

9 坤輿万国全図 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S51.9.25 

11 地球万国図説 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 H 元.5.1 

12 木造大日如来坐像胎内銘 江戸 永国 大聖寺 H25．2.28 

13 旧川口川閘門鉄扉及び排水ポンプ 明治、昭和 川口一丁目 土浦市 R2.8.25 

有
形
民
俗
文
化
財 

1 土浦町内祇園祭礼式真図 江戸 中央一丁目（博物館寄託） 個人 S48.12.1 

2 不動院力石 江戸 中央一丁目 瀧泉寺 S48.12.1 

3 鷲神社力石 江戸 東崎町 
鷲神社氏

子総代 
S48.12.1 

4 水天宮力石 江戸 川口二丁目 三社奉賛会 S48.12.1 

5 鷲大神宮座文書 江戸 田村町 
田村町十

六人当 
S55.9.30 

6 土浦御祭礼之図・水戸様御入国之図 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S55.9.30 

7 煙火筒 江戸 藤沢 土浦市 S50.5.24 

無形民俗

文化財 

1 上高津大杉ばやし － 上高津 
上高津大杉ば

やし保存会 
S48.2.1 

3 菅谷ばやし － 菅谷町 
菅谷ばや

し保存会 
S55.9.30 

4 盆綱 － 佐野子 佐野子町地区 H元.5.1 

5 虫送り － 飯田 飯田町地区 H 元.5.1 

6 的ぶち － 矢作 矢作町地区 H 元.5.1 

7 土浦の木遣り・纏振り・梯子乗り － 中貫 土浦鳶職組合 H28.3.23 

無形民俗文化財第 2号（田中八幡仁羽ばやし）、歴史資料第 10号「色川三中関係資料」は欠番 
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附-9 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

遺

跡

(

史

跡

)
 

1 南門の跡 江戸 大手町 大手町 S46.7.13 

2 北門の跡 江戸 城北町 城北町 S46.7.13 

3 銭亀橋の跡 江戸 大町・下高津二丁目 
大町・下高

津二丁目 
S46.7.13 

4 桜橋の跡 江戸 中央一・二丁目 
中央一・ 

二丁目 
S46.7.13 

6 王塚古墳 古墳 手野町 個人 S46.7.13 

7 
板谷の一里塚 ① 

   〃    ② 
江戸 東若松町 

①土浦市 

②個人 
S46.7.13 

8 下高津の道標 江戸 下高津二丁目 下高津二丁目 S46.7.13 

9 鷲神社の石碑 室町 東崎町 
鷲神社 

氏子総代 

S46.7.13 

（追加指定） 

S63.10.22 

10 水戸街道松並木 江戸 東若松町～板谷七丁目 土浦市 S46.7.13 

11 西門の跡 江戸 文京町 文京町 S46.7.13 

12 大手門の跡 江戸 大手町 大手町 S46.7.13 

13 搦手門の跡 江戸 中央一丁目 中央一丁目 S46.7.13 

14 鉄砲塚 江戸 都和一丁目 個人 S46.7.13 

15 旧鎌倉街道 鎌倉 木田余～真鍋 土浦市 S46.7.13 

16 今泉城跡 戦国 今泉 今泉地区 S46.7.13 

17 木田余城跡 戦国 木田余 JR 東日本 S46.7.13 

18 信太範宗の墓 戦国 木田余 宝積寺 S46.7.13 

19 小田治朝の墓 室町 沖宿町 海蔵寺 S46.7.13 

20 佐久良東雄の墓 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S46.7.13 

21 大久保要の墓 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S46.7.13 

22 色川三中の墓 江戸 文京町 神龍寺 S46.7.13 

23 沼尻墨僊の墓 江戸 大手町 瀧泉寺 S46.7.13 

24 真鍋の道標 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S46.7.13 

25 退筆塚の碑 江戸 中央一丁目 中央一丁目 S48.12.1 

26 入江善兵衛の墓 江戸 文京町 神龍寺 S48.12.1 

28 木原老谷の墓 江戸～明治 真鍋三丁目 善応寺 S48.12.1 

29 五十嵐愛山の墓 江戸～明治 文京町 個人 S48.12.1 

30 山口剛の墓 明治～大正 立田町 浄真寺 S48.12.1 

31 中田平山の墓 江戸～明治 中央二丁目 済岸寺 S48.12.1 

32 高田保の墓 大正～昭和 中央二丁目 高翁寺 S48.12.1 

33 照井 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S48.12.1 

34 南門の土塁 江戸 大手町 東光寺 S48.12.1 

35 荒川沖の一里塚 江戸 荒川沖 土浦市 S51.9.25 

36 辻元順の墓 江戸～明治 大手町 東光寺 S53.3.25 

37 安村江癡の墓 江戸～明治 沖宿町 個人 S53.3.25 

38 后塚古墳 古墳 手野町 個人 H 元.5.1 

39 正東院一字一石経塚 江戸 手野町 
正東院 

責任役員 
H 元.5.1 

40 常名天神山古墳 古墳 常名 
常名神社 

代表役員 
H3.3.1 

41 今泉愛宕山古墳 古墳 今泉 個人 H3.3.1 

42 中峰和尚と復庵和尚の墓 中世～近世 高岡 法雲寺 S51.6.17 

43 武者塚古墳 古墳 上坂田 土浦市 S60.3.11 

名勝地

（名勝） 

1 法雲寺境内庭園 室町～江戸 高岡 法雲寺 S55.2.25 

2 向上庵境内庭園 室町～江戸 小野 向上庵 S55.2.25 

動物、植

物、地質鉱

物（天然記

念物） 

1 岩瀬家のシイ － 小山崎 個人 S46.7.13 

2 稲荷山のベニヤマザクラ － 板谷四丁目 板谷地区 S46.7.13 

4 法泉寺のシイ － 今泉 法泉寺 S55.9.30 

5 常福寺のイチョウ － 下高津二丁目 常福寺 S55.9.30 

6 百日紅 － 藤沢 神宮寺 S48.8.27 

遺跡(史跡)第 5号（上高津貝塚）、第 27 号（一里塚の井戸）、 

動物、植物、地質鉱物（天然記念物）第 3号（下高津のコブシ）は欠番 

附-10 

○ 文化財の状況（国・県・市指定）                       R5.3.31 現在 

種    別 国 県 市 計 

建 造 物 1 3 15 19 

美 術工芸品 

絵 画 1 4 11 16 

彫 刻 1 9 42 52 

工 芸 品 7 14 55 76 

書 跡 0 3 5 8 

古 文 書 0 0 7 7 

考 古 資 料 1 4 15 20 

歴 史 資 料 0 1 12 13 

有 形 民 俗 文 化 財 0 0 7 7 

無 形 民 俗 文 化 財 0 3 6 9 

遺 跡 （ 史 跡 ） 1 3 41 45 

名 勝 地 （ 名 勝 ） 0 0 2 2 

動物、植物、地質鉱物（天然記念物） 0 2 5 7 

計 12 46 223 281 

 

○ 国認定重要美術品 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 

絵 画 絹本著色羅漢図 鎌倉～南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 

工 芸 品 

太刀 銘 備前國住人景安 鎌倉前期 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

太刀 銘 景安 鎌倉前期 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

刀 銘 長義 南北朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

刀 無銘（来國光） 鎌倉～南北朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

刀 無銘 鎌倉～南北朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

刀 無銘 南北朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

 

○ 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 選択年月日 

無形民俗文化財 359 大畑のからかさ万灯 － 大畑 大畑からかさ万灯保存会 S57.12.21 

無形民俗文化財 609 霞ケ浦の帆引網漁の技術 － 沖宿町 土浦帆曳船保存会 H30.3.8 

 

○ 登録有形文化財 
名  称 所在地 所有者 登録年月日 

一色家住宅主屋 西真鍋町 土浦市 H13.8.28 

岩瀬家住宅主屋 小山崎 個人 H21.1.8 

岩瀬家住宅屋敷蔵 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅米蔵 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅味噌倉 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅表門 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅中ノ門 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅東門 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅塀 小山崎 個人 H22.4.28 

旧大徳呉服店店蔵北棟 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧大徳呉服店店蔵南棟 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧大徳呉服店袖蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧大徳呉服店元蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧大徳呉服店向蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧野村さとう店店舗兼主屋 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧野村さとう店袖蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧野村さとう店文庫蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧野村さとう店煉瓦蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 
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附-9 

種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 指定年月日 

遺

跡

(

史

跡

)
 

1 南門の跡 江戸 大手町 大手町 S46.7.13 

2 北門の跡 江戸 城北町 城北町 S46.7.13 

3 銭亀橋の跡 江戸 大町・下高津二丁目 
大町・下高

津二丁目 
S46.7.13 

4 桜橋の跡 江戸 中央一・二丁目 
中央一・ 

二丁目 
S46.7.13 

6 王塚古墳 古墳 手野町 個人 S46.7.13 

7 
板谷の一里塚 ① 

   〃    ② 
江戸 東若松町 

①土浦市 

②個人 
S46.7.13 

8 下高津の道標 江戸 下高津二丁目 下高津二丁目 S46.7.13 

9 鷲神社の石碑 室町 東崎町 
鷲神社 

氏子総代 

S46.7.13 

（追加指定） 

S63.10.22 

10 水戸街道松並木 江戸 東若松町～板谷七丁目 土浦市 S46.7.13 

11 西門の跡 江戸 文京町 文京町 S46.7.13 

12 大手門の跡 江戸 大手町 大手町 S46.7.13 

13 搦手門の跡 江戸 中央一丁目 中央一丁目 S46.7.13 

14 鉄砲塚 江戸 都和一丁目 個人 S46.7.13 

15 旧鎌倉街道 鎌倉 木田余～真鍋 土浦市 S46.7.13 

16 今泉城跡 戦国 今泉 今泉地区 S46.7.13 

17 木田余城跡 戦国 木田余 JR 東日本 S46.7.13 

18 信太範宗の墓 戦国 木田余 宝積寺 S46.7.13 

19 小田治朝の墓 室町 沖宿町 海蔵寺 S46.7.13 

20 佐久良東雄の墓 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S46.7.13 

21 大久保要の墓 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S46.7.13 

22 色川三中の墓 江戸 文京町 神龍寺 S46.7.13 

23 沼尻墨僊の墓 江戸 大手町 瀧泉寺 S46.7.13 

24 真鍋の道標 江戸 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 S46.7.13 

25 退筆塚の碑 江戸 中央一丁目 中央一丁目 S48.12.1 

26 入江善兵衛の墓 江戸 文京町 神龍寺 S48.12.1 

28 木原老谷の墓 江戸～明治 真鍋三丁目 善応寺 S48.12.1 

29 五十嵐愛山の墓 江戸～明治 文京町 個人 S48.12.1 

30 山口剛の墓 明治～大正 立田町 浄真寺 S48.12.1 

31 中田平山の墓 江戸～明治 中央二丁目 済岸寺 S48.12.1 

32 高田保の墓 大正～昭和 中央二丁目 高翁寺 S48.12.1 

33 照井 江戸 真鍋三丁目 善応寺 S48.12.1 

34 南門の土塁 江戸 大手町 東光寺 S48.12.1 

35 荒川沖の一里塚 江戸 荒川沖 土浦市 S51.9.25 

36 辻元順の墓 江戸～明治 大手町 東光寺 S53.3.25 

37 安村江癡の墓 江戸～明治 沖宿町 個人 S53.3.25 

38 后塚古墳 古墳 手野町 個人 H 元.5.1 

39 正東院一字一石経塚 江戸 手野町 
正東院 

責任役員 
H 元.5.1 

40 常名天神山古墳 古墳 常名 
常名神社 

代表役員 
H3.3.1 

41 今泉愛宕山古墳 古墳 今泉 個人 H3.3.1 

42 中峰和尚と復庵和尚の墓 中世～近世 高岡 法雲寺 S51.6.17 

43 武者塚古墳 古墳 上坂田 土浦市 S60.3.11 

名勝地

（名勝） 

1 法雲寺境内庭園 室町～江戸 高岡 法雲寺 S55.2.25 

2 向上庵境内庭園 室町～江戸 小野 向上庵 S55.2.25 

動物、植

物、地質鉱

物（天然記

念物） 

1 岩瀬家のシイ － 小山崎 個人 S46.7.13 

2 稲荷山のベニヤマザクラ － 板谷四丁目 板谷地区 S46.7.13 

4 法泉寺のシイ － 今泉 法泉寺 S55.9.30 

5 常福寺のイチョウ － 下高津二丁目 常福寺 S55.9.30 

6 百日紅 － 藤沢 神宮寺 S48.8.27 

遺跡(史跡)第 5号（上高津貝塚）、第 27 号（一里塚の井戸）、 

動物、植物、地質鉱物（天然記念物）第 3号（下高津のコブシ）は欠番 

附-10 

○ 文化財の状況（国・県・市指定）                       R5.3.31 現在 

種    別 国 県 市 計 

建 造 物 1 3 15 19 

美 術工芸品 

絵 画 1 4 11 16 

彫 刻 1 9 42 52 

工 芸 品 7 14 55 76 

書 跡 0 3 5 8 

古 文 書 0 0 7 7 

考 古 資 料 1 4 15 20 

歴 史 資 料 0 1 12 13 

有 形 民 俗 文 化 財 0 0 7 7 

無 形 民 俗 文 化 財 0 3 6 9 

遺 跡 （ 史 跡 ） 1 3 41 45 

名 勝 地 （ 名 勝 ） 0 0 2 2 

動物、植物、地質鉱物（天然記念物） 0 2 5 7 

計 12 46 223 281 

 

○ 国認定重要美術品 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 

絵 画 絹本著色羅漢図 鎌倉～南北朝 中央一丁目（博物館寄託） 法雲寺 

工 芸 品 

太刀 銘 備前國住人景安 鎌倉前期 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

太刀 銘 景安 鎌倉前期 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

刀 銘 長義 南北朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

刀 無銘（来國光） 鎌倉～南北朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

刀 無銘 鎌倉～南北朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

刀 無銘 南北朝 中央一丁目（市立博物館） 土浦市 

 

○ 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 
種別番号 名  称 時 代 所在地 所有者 選択年月日 

無形民俗文化財 359 大畑のからかさ万灯 － 大畑 大畑からかさ万灯保存会 S57.12.21 

無形民俗文化財 609 霞ケ浦の帆引網漁の技術 － 沖宿町 土浦帆曳船保存会 H30.3.8 

 

○ 登録有形文化財 
名  称 所在地 所有者 登録年月日 

一色家住宅主屋 西真鍋町 土浦市 H13.8.28 

岩瀬家住宅主屋 小山崎 個人 H21.1.8 

岩瀬家住宅屋敷蔵 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅米蔵 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅味噌倉 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅表門 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅中ノ門 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅東門 小山崎 個人 H22.4.28 

岩瀬家住宅塀 小山崎 個人 H22.4.28 

旧大徳呉服店店蔵北棟 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧大徳呉服店店蔵南棟 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧大徳呉服店袖蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧大徳呉服店元蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧大徳呉服店向蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧野村さとう店店舗兼主屋 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧野村さとう店袖蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧野村さとう店文庫蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 

旧野村さとう店煉瓦蔵 中央一丁目 土浦市 H28.8.1 
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包 貝 集 玉 古 古群 窯 鉄 城 寺 塚 塚群 墓 戦 他 旧 縄 弥 古 奈 中 近 他

包蔵地 貝塚 集落跡 (玉作) 古墳 古墳群 窯跡 製鉄跡 城館跡 寺院跡 塚 塚群 墓 戦跡 その他 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈/平 中世 近世 その他

時代

凡例

種別

凡例

所在

地区

遺跡

番号
遺　　跡　　名 種別 時代

滅

失
所在

地区

遺跡

番号
遺　　跡　　名 種別 時代

滅

失

３ 001 嵩久保一里塚 塚 近 滅 ６ 067 摩利山新田庚申塚 塚 近 滅

３ 002 天神遺跡 包 縄,奈,中 ３ 068 扇ノ台遺跡 集 縄,奈 滅

３ 003 谷原門Ａ遺跡 包 縄,古,奈 ６ 069 中根遺跡 集 弥,古,中

３ 004 谷原門Ｂ遺跡 集 奈 ６ 070 摩利山貝塚 貝 縄 滅

３ 005 谷原門Ｃ遺跡 集 縄,弥,古,奈,中 ３ 市071 荒川沖の一里塚 塚 近

３ 006 南達中Ａ遺跡 包,集,古 縄,古,奈,中 ６ 072 摩利山遺跡 集 縄 滅

３ 007 南達中Ｂ遺跡 包 古,奈 ６ 073 烏山貝塚 貝 縄 滅

３ 008 馬道遺跡 包 弥,古,奈 ６ 074 石倉山古墳群 古群 古 滅

３ 009 馬道古墳群 古群 古 ６ 075 塚田遺跡 包 奈,中

３ 010 木の宮北遺跡 包 縄 ６ 076 烏山遺跡 集,玉 縄,弥,古,奈 滅

３ 011 木の宮南Ａ遺跡 包 縄,弥 ３ 077 白楽遺跡 包 奈,中

３ 012 木の宮南Ｂ遺跡 包 縄,奈 ６ 078 峯崎貝塚 貝 縄

３ 013 木の宮南Ｃ遺跡 包 縄 ３ 079 南達中古墳 古 古

６ 014 峰崎Ａ遺跡 包 縄 ６ 080 右籾浅間神社塚 塚 近

６ 015 峰崎Ｂ遺跡 集 縄,奈 ３ 081 観音堂所在塚 塚 近

３ 016 峰崎Ｃ遺跡 集 縄,奈 滅 ３ 082 向八ヶ田所在塚 塚 近

６ 017 権現前遺跡 集 旧,縄,奈 ６ 083 霞ヶ岡遺跡 包 縄,古,奈,中,近

６ 018 宮前遺跡 集 旧,縄,古,中 ６ 084 霞ヶ岡北遺跡 包 縄,古,奈

６ 019 右籾貝塚東遺跡 集 縄,近 ６ 085 東谷遺跡 集 縄,古

６ 020 右籾宮塚遺跡 包 縄 086 欠番

６ 021 小谷遺跡 包 奈 ６ 087 内出後遺跡 集 旧,縄,古,奈,中,近

６ 022 右籾三区庚申塚群 塚群 近 ６ 088 油麦田遺跡 包 古,奈

６ 023 内路地台遺跡 集 縄,奈 ６ 089 阿ら地遺跡 集 旧,古,奈

６ 024 牧の内遺跡 包 奈,中 ６ 090 いさろ遺跡 集 古,奈

６ 025 念代遺跡 集 古,奈 ４ 091 桜ヶ丘遺跡 包 古 滅

６ 026 平坪遺跡 集 縄,古,奈,中 ４ 092 桜ヶ丘古墳 古 古 滅

６ 027 永峰遺跡 集,戦 弥,古,他 ４ 093 小松遺跡 包 古,奈

６ 028 松原遺跡 集 縄,奈 ４ 094 池の台遺跡 集 旧,縄,古,奈

６ 029 堂地塚遺跡 包 縄,古,奈,中 ４ 095 国分遺跡 包 縄 滅

６ 030 沖の台遺跡 包 古,奈 ６ 096 ビヤ首遺跡 包 縄,奈

６ 031 烏山Ａ遺跡 包,戦 奈,他 ４ 097 亀井遺跡 集 古,奈

６ 032 烏山Ｂ遺跡 包 奈 ４ 098 中高津西原遺跡 集 旧,古,奈,中

６ 033 小西遺跡 包 縄,奈 ４ 099 弁天社東遺跡 包 古,奈

６ 034 北平南遺跡 包 縄,奈 ４ 100 下高津小学校遺跡 集 弥,古,奈,中

６ 035 北平北遺跡 包 奈 ４ 101 寄居遺跡 集 縄,古,奈,中

６ 036 堂後遺跡 集 縄,古,奈 ４ 102 うぐいす平遺跡 集 弥,古,奈

３ 037 二又遺跡 集 縄,古,奈 ４ 103 新町遺跡 集 縄,弥,奈,中

３ 038 後稲遺跡 包 縄,奈 ４ 104 高津天神山古墳群 古群 古

３ 039 不動堂古墳群 古群 古 ６ 105 内根Ａ遺跡 集 縄,弥,古,奈

３ 040 中新台遺跡 集 古 ６ 106 内根Ｂ遺跡 包 縄,古,奈

３ 041 堂場台遺跡 包 古,奈 ６ 107 内根Ｃ遺跡 包 古,奈,中

３ 042 西根宮脇遺跡 包 弥,古,奈,中 ６ 108 ひさご塚古墳 古 古

３ 043 西根平遺跡 包 古,奈 ６ 109 木曽遺跡 包 古,奈

３ 044 諏訪遺跡 包 古,奈 ６ 110 木曽北遺跡 包 古,奈,中

３ 045 平代地遺跡 包 縄,奈,中 ６ 111 神出遺跡 集 縄,古,奈,中

３ 046 大日古墳 古 古 ６ 112 中内山古墳群 古群 古

３ 047 浅間古墳 古 古 ６ 113 五蔵遺跡 集,古群,戦 縄,弥,古,奈,他

３ 048 白楽所在塚 塚群 近 ６ 114 法泉寺古墳群 古群 古

３ 049 西根長峰遺跡 包 縄 ４ 国115 上高津貝塚 貝,集 縄,古,奈

３ 050 笹崎遺跡 包 縄 １ 116 宍塚古墳群 古群 古

３ 051 石橋台遺跡 包 縄 滅 １ 117 矢作稲荷神社古墳 古 古

３ 052 西所在塚 塚 近 １ 118 矢作ドンドン塚古墳 古 古

３ 053 竹ノ入遺跡 包 縄 １ 119 飯田遺跡 包 古,奈,中

３ 054 塚下遺跡 包 縄,古 ４ 120 寺家ノ後Ａ遺跡 集 古,奈,近 滅

３ 055 沖新田道祖神前遺跡 包 縄,奈 ４ 121 宮脇Ａ遺跡 包 奈

３ 056 高山遺跡 包 古,奈 ４ 122 宮脇Ｂ遺跡 集 縄,奈,中

３ 057 後門遺跡 包 縄,古 ４ 123 宮脇庚申塚群 塚群 近

３ 058 乙戸町庚申塚 塚 近 ４ 124 出シ山遺跡 包 縄,弥,奈

６ 059 右籾十三塚群 塚群 近 ４ 125 幕下女騎古墳 古 古

３ 060 向原遺跡 集 旧,縄,古 滅 １ 126 宍塚遺跡 集 縄,弥,古

３ 061 向原古墳群 古群 古 滅 １ 127 般若寺跡 寺 古,奈,中,近

６ 062 右籾館跡 城 中 １ 128 竜王山古墳 古 古

６ 063 宮塚遺跡 包 中,近 １ 129 栗崎遺跡 集 縄,古

６ 064 数光遺跡 集 縄,奈,中,他 １ 130 宍塚小学校内古墳 古 古

６ 065 長峰遺跡 集 縄,奈 ４ 131 貝塚南遺跡 集 縄,古

６ 066 南丘遺跡 集 縄,古,奈,中,近 ４ 132 日光入遺跡 集 縄
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 包 貝 集 玉 古 古群 窯 鉄 城 寺 塚 塚群 墓 戦 他 旧 縄 弥 古 奈 中 近 他

包蔵地 貝塚 集落跡 (玉作) 古墳 古墳群 窯跡 製鉄跡 城館跡 寺院跡 塚 塚群 墓 戦跡 その他 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈/平 中世 近世 その他
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滅
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１ 133 蛭田遺跡 集 縄,弥,古 ２ 199 御㚑遺跡 集 旧,縄,古

１ 134 向山遺跡 集 弥 ２ 200 籾買場遺跡 集 旧,縄,古,奈

１ 135 グミヌキ遺跡 集 縄,弥,古 ２ 201 八坂前遺跡 包 縄,古

１ 136 糀屋久保Ａ遺跡 集 古 ２ 202 浅間塚古墳 古 古

１ 137 糀屋久保Ｂ遺跡 集 縄,古 ２ 203 神立前山遺跡 包 縄,古

１ 138 糀屋久保Ｃ遺跡 集 縄,弥,古 都 204 尻冷遺跡 包 縄,古,中 滅

１ 139 馬場先遺跡 集 縄,古,中 ２ 205 東山団地遺跡 集 弥,古

４ 140 十三塚Ａ遺跡 包 中,近 滅 都 206 板谷遺跡 包 古

４ 141 十三塚Ｂ遺跡 集 古,中 滅 都 207 西後遺跡 包 古,奈

４ 142 永国十三塚 塚群 中,近 滅 都 208 西山遺跡 包 縄,弥,古

４ 143 寺家ノ後Ｂ遺跡 集 古,近 滅 ２ 209 西真鍋遺跡 包 縄,古

４ 144 和台遺跡 集 旧,縄,弥,古 ２ 210 殿里遺跡 包 縄,古,奈

４ 145 房谷遺跡 集 古 滅 ２ 211 八幡台遺跡 集 古,奈

６ 146 大岩田貝塚 貝 中 都 212 天神脇遺跡 包 縄,古,奈

６ 147 岩田館跡 城 中 都 213 裏山遺跡 包 縄,古,中

６ 148 南古屋敷館跡 城 中 都 市214 今泉愛宕山古墳 古 古

４ 149 六十原遺跡 集 縄 滅 都 215 愛宕山古墳群 古群 古

６ 150 才ノ内遺跡 集 縄,古 都 216 堂原古墳群 古群 古

４ 151 六十原Ａ遺跡 集 旧,縄 都 217 東ノ原遺跡 包 古,奈,中

４ 152 永国御㚑遺跡 集 縄,古 都 218 登戸遺跡 包 古,奈,中

６ 153 東出遺跡 集 古,奈,中 滅 都 219 大門遺跡 包 縄,弥,古,奈,中

６ 154 中居遺跡 集 奈,中 都 220 塙台遺跡 包 弥,古,奈,中

４ 155 小松貝塚 貝,他 縄,奈 都 221 吹上坪古墳群 古群 古

４ 156 天王山古墳群 古群 古 滅 都 222 八幡神社古墳 古 古

４ 157 中高津古墳 古 古 滅 都 223 兵伏塚 塚 近

４ 158 小松古墳 古 古 滅 都 224 吹上坪遺跡 包 弥,古

４ 159 三芳古墳 古 古 都 225 吹上片蓋古墳群 古群 古

４ 160 高井城跡 城 中 都 226 今泉古墳 古 古

４ 161 永国遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈 都 227 根鹿北遺跡 集 縄,弥,古,奈

１ 162 五斗蒔遺跡 集 縄,古 都 228 根鹿東遺跡 包 縄,弥,古

１ 163 勢至久保遺跡 包 縄,弥 都 市229 今泉城跡 城 中

１ 164 佐野子宮前遺跡 包 奈,中,近 都 230 下田原遺跡 包 奈

４ 165 大久保遺跡 集 古 都 231 西原遺跡 集 旧,縄,弥,奈

４ 166 新町貝塚 貝 中 都 232 中都遺跡 包 縄

１ 167 佐野子新田遺跡 包 中 都 市233 常名天神山古墳 古 古

１ 168 宍塚寺前遺跡 包 奈,中 都 234 瓢箪塚古墳 古 古

１ 169 矢作遺跡 包 古,奈,中,近 都 235 山川古墳群 古群 古

１ 170 川面遺跡 包 中 都 236 弁才天遺跡 集 縄,古,奈 滅

１ 171 上郷後遺跡 包 古,奈,中,近 都 237 神明遺跡 集 縄,古,中,近

４ 172 出し山所在塚 塚 近 都 238 北西原遺跡 集 旧,縄,古

６ 173 橘下遺跡 包 古,奈,中 １ 239 羽黒後遺跡 集 縄

１ 174 上郷後古墳 古 古 １ 240 坂の上遺跡 包 縄

６ 175 西の前遺跡 包 古,奈,中,近 １ 241 小坂の上遺跡 包 縄,古

１ 176 根本遺跡 包 奈,中 １ 242 中畑遺跡 包 縄

４ 177 諏訪窪遺跡 集 縄,奈,中 １ 243 アラク遺跡 包 縄,中

４ 178 上高津八幡遺跡 包 奈,近 滅 都 244 西谷津西遺跡 包 古

１ 179 不動後遺跡 包 奈,中 都 245 西谷津遺跡 集 古,奈

４ 180 寺家ノ後Ｂ古墳群 古群 古 滅 ２ 246 どんどん塚 塚 近

４ 181 十三塚Ｂ古墳 古 古 滅 ５ 247 不動塚 塚 近

５ 182 原口遺跡 包 縄 ２ 248 一丁田台東遺跡 集 縄,奈 滅

５ 183 新田遺跡 包 縄 １ 市249 藩校郁文館の門 他 近

５ 184 セイベイ山遺跡 包 縄 ２ 250 浅間塚西遺跡 集,玉 古

５ 185 神立遺跡 集 縄,古,奈,中 都 251 原田西遺跡 集 縄,弥 滅

５ 186 青木遺跡 包 縄,奈 都 252 原田北遺跡 集 縄,弥,古,奈 滅

５ 187 松山遺跡 包 縄,古,中 都 253 原出口遺跡 集 旧,縄,弥,古 滅

５ 188 神立八幡遺跡 包 縄,奈 都 254 八幡下遺跡 集 古,奈

５ 189 天神平遺跡 包 縄,古,奈 ２ 255 真鍋愛宕神社古墳 古 古

５ 190 坪内遺跡 集 縄 都 256 油田古墳 古 古

５ 191 花輪遺跡 包 縄 都 257 常名貝塚 貝 縄

５ 192 蟹久保遺跡 包 縄 都 258 尻冷南遺跡 集 縄,古

５ 193 中道遺跡 包 縄,奈,中 都 259 栗山窯跡 窯 古 滅

５ 194 前神田遺跡 集 奈 都 260 神田遺跡 包 縄,弥,古,中

２ 195 宝積遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈,近 滅 ２ 261 大宮前遺跡 集,玉,戦 旧,古,奈,中,他

２ 196 宮脇遺跡 包 奈 滅 ２ 262 東台古墳群 古群 古

２ 197 宮崎遺跡 包 奈 滅 ２ 市263 板谷の一里塚 塚 近

２ 198 一丁田台遺跡 集 古 滅 ２ 264 殿里古墳 古 古

− 198 −
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包 貝 集 玉 古 古群 窯 鉄 城 寺 塚 塚群 墓 戦 他 旧 縄 弥 古 奈 中 近 他

包蔵地 貝塚 集落跡 (玉作) 古墳 古墳群 窯跡 製鉄跡 城館跡 寺院跡 塚 塚群 墓 戦跡 その他 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈/平 中世 近世 その他

時代

凡例

種別
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所在

地区
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遺　　跡　　名 種別 時代

滅

失
所在

地区

遺跡

番号
遺　　跡　　名 種別 時代

滅

失

３ 001 嵩久保一里塚 塚 近 滅 ６ 067 摩利山新田庚申塚 塚 近 滅

３ 002 天神遺跡 包 縄,奈,中 ３ 068 扇ノ台遺跡 集 縄,奈 滅

３ 003 谷原門Ａ遺跡 包 縄,古,奈 ６ 069 中根遺跡 集 弥,古,中

３ 004 谷原門Ｂ遺跡 集 奈 ６ 070 摩利山貝塚 貝 縄 滅

３ 005 谷原門Ｃ遺跡 集 縄,弥,古,奈,中 ３ 市071 荒川沖の一里塚 塚 近

３ 006 南達中Ａ遺跡 包,集,古 縄,古,奈,中 ６ 072 摩利山遺跡 集 縄 滅

３ 007 南達中Ｂ遺跡 包 古,奈 ６ 073 烏山貝塚 貝 縄 滅

３ 008 馬道遺跡 包 弥,古,奈 ６ 074 石倉山古墳群 古群 古 滅

３ 009 馬道古墳群 古群 古 ６ 075 塚田遺跡 包 奈,中

３ 010 木の宮北遺跡 包 縄 ６ 076 烏山遺跡 集,玉 縄,弥,古,奈 滅

３ 011 木の宮南Ａ遺跡 包 縄,弥 ３ 077 白楽遺跡 包 奈,中

３ 012 木の宮南Ｂ遺跡 包 縄,奈 ６ 078 峯崎貝塚 貝 縄

３ 013 木の宮南Ｃ遺跡 包 縄 ３ 079 南達中古墳 古 古

６ 014 峰崎Ａ遺跡 包 縄 ６ 080 右籾浅間神社塚 塚 近

６ 015 峰崎Ｂ遺跡 集 縄,奈 ３ 081 観音堂所在塚 塚 近

３ 016 峰崎Ｃ遺跡 集 縄,奈 滅 ３ 082 向八ヶ田所在塚 塚 近

６ 017 権現前遺跡 集 旧,縄,奈 ６ 083 霞ヶ岡遺跡 包 縄,古,奈,中,近

６ 018 宮前遺跡 集 旧,縄,古,中 ６ 084 霞ヶ岡北遺跡 包 縄,古,奈

６ 019 右籾貝塚東遺跡 集 縄,近 ６ 085 東谷遺跡 集 縄,古

６ 020 右籾宮塚遺跡 包 縄 086 欠番

６ 021 小谷遺跡 包 奈 ６ 087 内出後遺跡 集 旧,縄,古,奈,中,近

６ 022 右籾三区庚申塚群 塚群 近 ６ 088 油麦田遺跡 包 古,奈

６ 023 内路地台遺跡 集 縄,奈 ６ 089 阿ら地遺跡 集 旧,古,奈

６ 024 牧の内遺跡 包 奈,中 ６ 090 いさろ遺跡 集 古,奈

６ 025 念代遺跡 集 古,奈 ４ 091 桜ヶ丘遺跡 包 古 滅

６ 026 平坪遺跡 集 縄,古,奈,中 ４ 092 桜ヶ丘古墳 古 古 滅

６ 027 永峰遺跡 集,戦 弥,古,他 ４ 093 小松遺跡 包 古,奈

６ 028 松原遺跡 集 縄,奈 ４ 094 池の台遺跡 集 旧,縄,古,奈

６ 029 堂地塚遺跡 包 縄,古,奈,中 ４ 095 国分遺跡 包 縄 滅

６ 030 沖の台遺跡 包 古,奈 ６ 096 ビヤ首遺跡 包 縄,奈

６ 031 烏山Ａ遺跡 包,戦 奈,他 ４ 097 亀井遺跡 集 古,奈

６ 032 烏山Ｂ遺跡 包 奈 ４ 098 中高津西原遺跡 集 旧,古,奈,中

６ 033 小西遺跡 包 縄,奈 ４ 099 弁天社東遺跡 包 古,奈

６ 034 北平南遺跡 包 縄,奈 ４ 100 下高津小学校遺跡 集 弥,古,奈,中

６ 035 北平北遺跡 包 奈 ４ 101 寄居遺跡 集 縄,古,奈,中

６ 036 堂後遺跡 集 縄,古,奈 ４ 102 うぐいす平遺跡 集 弥,古,奈

３ 037 二又遺跡 集 縄,古,奈 ４ 103 新町遺跡 集 縄,弥,奈,中

３ 038 後稲遺跡 包 縄,奈 ４ 104 高津天神山古墳群 古群 古

３ 039 不動堂古墳群 古群 古 ６ 105 内根Ａ遺跡 集 縄,弥,古,奈

３ 040 中新台遺跡 集 古 ６ 106 内根Ｂ遺跡 包 縄,古,奈

３ 041 堂場台遺跡 包 古,奈 ６ 107 内根Ｃ遺跡 包 古,奈,中

３ 042 西根宮脇遺跡 包 弥,古,奈,中 ６ 108 ひさご塚古墳 古 古

３ 043 西根平遺跡 包 古,奈 ６ 109 木曽遺跡 包 古,奈

３ 044 諏訪遺跡 包 古,奈 ６ 110 木曽北遺跡 包 古,奈,中

３ 045 平代地遺跡 包 縄,奈,中 ６ 111 神出遺跡 集 縄,古,奈,中

３ 046 大日古墳 古 古 ６ 112 中内山古墳群 古群 古

３ 047 浅間古墳 古 古 ６ 113 五蔵遺跡 集,古群,戦 縄,弥,古,奈,他

３ 048 白楽所在塚 塚群 近 ６ 114 法泉寺古墳群 古群 古

３ 049 西根長峰遺跡 包 縄 ４ 国115 上高津貝塚 貝,集 縄,古,奈

３ 050 笹崎遺跡 包 縄 １ 116 宍塚古墳群 古群 古

３ 051 石橋台遺跡 包 縄 滅 １ 117 矢作稲荷神社古墳 古 古

３ 052 西所在塚 塚 近 １ 118 矢作ドンドン塚古墳 古 古

３ 053 竹ノ入遺跡 包 縄 １ 119 飯田遺跡 包 古,奈,中

３ 054 塚下遺跡 包 縄,古 ４ 120 寺家ノ後Ａ遺跡 集 古,奈,近 滅

３ 055 沖新田道祖神前遺跡 包 縄,奈 ４ 121 宮脇Ａ遺跡 包 奈

３ 056 高山遺跡 包 古,奈 ４ 122 宮脇Ｂ遺跡 集 縄,奈,中

３ 057 後門遺跡 包 縄,古 ４ 123 宮脇庚申塚群 塚群 近

３ 058 乙戸町庚申塚 塚 近 ４ 124 出シ山遺跡 包 縄,弥,奈

６ 059 右籾十三塚群 塚群 近 ４ 125 幕下女騎古墳 古 古

３ 060 向原遺跡 集 旧,縄,古 滅 １ 126 宍塚遺跡 集 縄,弥,古

３ 061 向原古墳群 古群 古 滅 １ 127 般若寺跡 寺 古,奈,中,近

６ 062 右籾館跡 城 中 １ 128 竜王山古墳 古 古

６ 063 宮塚遺跡 包 中,近 １ 129 栗崎遺跡 集 縄,古

６ 064 数光遺跡 集 縄,奈,中,他 １ 130 宍塚小学校内古墳 古 古

６ 065 長峰遺跡 集 縄,奈 ４ 131 貝塚南遺跡 集 縄,古

６ 066 南丘遺跡 集 縄,古,奈,中,近 ４ 132 日光入遺跡 集 縄
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１ 133 蛭田遺跡 集 縄,弥,古 ２ 199 御㚑遺跡 集 旧,縄,古

１ 134 向山遺跡 集 弥 ２ 200 籾買場遺跡 集 旧,縄,古,奈

１ 135 グミヌキ遺跡 集 縄,弥,古 ２ 201 八坂前遺跡 包 縄,古

１ 136 糀屋久保Ａ遺跡 集 古 ２ 202 浅間塚古墳 古 古

１ 137 糀屋久保Ｂ遺跡 集 縄,古 ２ 203 神立前山遺跡 包 縄,古

１ 138 糀屋久保Ｃ遺跡 集 縄,弥,古 都 204 尻冷遺跡 包 縄,古,中 滅

１ 139 馬場先遺跡 集 縄,古,中 ２ 205 東山団地遺跡 集 弥,古

４ 140 十三塚Ａ遺跡 包 中,近 滅 都 206 板谷遺跡 包 古

４ 141 十三塚Ｂ遺跡 集 古,中 滅 都 207 西後遺跡 包 古,奈

４ 142 永国十三塚 塚群 中,近 滅 都 208 西山遺跡 包 縄,弥,古

４ 143 寺家ノ後Ｂ遺跡 集 古,近 滅 ２ 209 西真鍋遺跡 包 縄,古

４ 144 和台遺跡 集 旧,縄,弥,古 ２ 210 殿里遺跡 包 縄,古,奈

４ 145 房谷遺跡 集 古 滅 ２ 211 八幡台遺跡 集 古,奈

６ 146 大岩田貝塚 貝 中 都 212 天神脇遺跡 包 縄,古,奈

６ 147 岩田館跡 城 中 都 213 裏山遺跡 包 縄,古,中

６ 148 南古屋敷館跡 城 中 都 市214 今泉愛宕山古墳 古 古

４ 149 六十原遺跡 集 縄 滅 都 215 愛宕山古墳群 古群 古

６ 150 才ノ内遺跡 集 縄,古 都 216 堂原古墳群 古群 古

４ 151 六十原Ａ遺跡 集 旧,縄 都 217 東ノ原遺跡 包 古,奈,中

４ 152 永国御㚑遺跡 集 縄,古 都 218 登戸遺跡 包 古,奈,中

６ 153 東出遺跡 集 古,奈,中 滅 都 219 大門遺跡 包 縄,弥,古,奈,中

６ 154 中居遺跡 集 奈,中 都 220 塙台遺跡 包 弥,古,奈,中

４ 155 小松貝塚 貝,他 縄,奈 都 221 吹上坪古墳群 古群 古

４ 156 天王山古墳群 古群 古 滅 都 222 八幡神社古墳 古 古

４ 157 中高津古墳 古 古 滅 都 223 兵伏塚 塚 近

４ 158 小松古墳 古 古 滅 都 224 吹上坪遺跡 包 弥,古

４ 159 三芳古墳 古 古 都 225 吹上片蓋古墳群 古群 古

４ 160 高井城跡 城 中 都 226 今泉古墳 古 古

４ 161 永国遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈 都 227 根鹿北遺跡 集 縄,弥,古,奈

１ 162 五斗蒔遺跡 集 縄,古 都 228 根鹿東遺跡 包 縄,弥,古

１ 163 勢至久保遺跡 包 縄,弥 都 市229 今泉城跡 城 中

１ 164 佐野子宮前遺跡 包 奈,中,近 都 230 下田原遺跡 包 奈

４ 165 大久保遺跡 集 古 都 231 西原遺跡 集 旧,縄,弥,奈

４ 166 新町貝塚 貝 中 都 232 中都遺跡 包 縄

１ 167 佐野子新田遺跡 包 中 都 市233 常名天神山古墳 古 古

１ 168 宍塚寺前遺跡 包 奈,中 都 234 瓢箪塚古墳 古 古

１ 169 矢作遺跡 包 古,奈,中,近 都 235 山川古墳群 古群 古

１ 170 川面遺跡 包 中 都 236 弁才天遺跡 集 縄,古,奈 滅

１ 171 上郷後遺跡 包 古,奈,中,近 都 237 神明遺跡 集 縄,古,中,近

４ 172 出し山所在塚 塚 近 都 238 北西原遺跡 集 旧,縄,古

６ 173 橘下遺跡 包 古,奈,中 １ 239 羽黒後遺跡 集 縄

１ 174 上郷後古墳 古 古 １ 240 坂の上遺跡 包 縄

６ 175 西の前遺跡 包 古,奈,中,近 １ 241 小坂の上遺跡 包 縄,古

１ 176 根本遺跡 包 奈,中 １ 242 中畑遺跡 包 縄

４ 177 諏訪窪遺跡 集 縄,奈,中 １ 243 アラク遺跡 包 縄,中

４ 178 上高津八幡遺跡 包 奈,近 滅 都 244 西谷津西遺跡 包 古

１ 179 不動後遺跡 包 奈,中 都 245 西谷津遺跡 集 古,奈

４ 180 寺家ノ後Ｂ古墳群 古群 古 滅 ２ 246 どんどん塚 塚 近

４ 181 十三塚Ｂ古墳 古 古 滅 ５ 247 不動塚 塚 近

５ 182 原口遺跡 包 縄 ２ 248 一丁田台東遺跡 集 縄,奈 滅

５ 183 新田遺跡 包 縄 １ 市249 藩校郁文館の門 他 近

５ 184 セイベイ山遺跡 包 縄 ２ 250 浅間塚西遺跡 集,玉 古

５ 185 神立遺跡 集 縄,古,奈,中 都 251 原田西遺跡 集 縄,弥 滅

５ 186 青木遺跡 包 縄,奈 都 252 原田北遺跡 集 縄,弥,古,奈 滅

５ 187 松山遺跡 包 縄,古,中 都 253 原出口遺跡 集 旧,縄,弥,古 滅

５ 188 神立八幡遺跡 包 縄,奈 都 254 八幡下遺跡 集 古,奈

５ 189 天神平遺跡 包 縄,古,奈 ２ 255 真鍋愛宕神社古墳 古 古

５ 190 坪内遺跡 集 縄 都 256 油田古墳 古 古

５ 191 花輪遺跡 包 縄 都 257 常名貝塚 貝 縄

５ 192 蟹久保遺跡 包 縄 都 258 尻冷南遺跡 集 縄,古

５ 193 中道遺跡 包 縄,奈,中 都 259 栗山窯跡 窯 古 滅

５ 194 前神田遺跡 集 奈 都 260 神田遺跡 包 縄,弥,古,中

２ 195 宝積遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈,近 滅 ２ 261 大宮前遺跡 集,玉,戦 旧,古,奈,中,他

２ 196 宮脇遺跡 包 奈 滅 ２ 262 東台古墳群 古群 古

２ 197 宮崎遺跡 包 奈 滅 ２ 市263 板谷の一里塚 塚 近

２ 198 一丁田台遺跡 集 古 滅 ２ 264 殿里古墳 古 古

− 199 −
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都 265 本田坪古墳 古 古 ５ 331 田村向原遺跡 包 縄

１ 県266 土浦城跡 城 近 ５ 332 清水遺跡 包 縄

都 267 鉄砲塚 塚 近 ５ 333 清水脇古墳 古 古

都 268 細内遺跡 包 縄,古,奈,中 ５ 334 三夜原西遺跡 包 縄,奈

都 269 吹上坪北遺跡 包 旧,縄,古,奈,中 ５ 335 三夜原東遺跡 包 縄,奈

都 270 越前久保遺跡 包 弥,古,奈,中 ５ 336 新堀東遺跡 包 縄,中

都 271 今泉八幡遺跡 包 弥,古,奈 ５ 337 申橋遺跡 包 縄

都 272 向坪遺跡 包 中,近 ５ 338 壱杯清水西遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈 滅

都 273 五丁崎遺跡 包 古,奈,中,近 ５ 339 八幡脇遺跡 集,玉 縄,古,奈

都 274 北添遺跡 包 古,奈,中 ５ 340 寺畑遺跡 集 旧,縄,古,奈 滅

都 275 豊台遺跡 包 古 ５ 341 前谷西遺跡 集 旧,縄,奈 滅

２ 276 殿里台古墳 古 古 滅 ５ 342 前谷東遺跡 包 旧,縄,奈 滅

１ 277 虫掛二又遺跡 包 中,近 ５ 343 東原遺跡 集 旧,縄,奈 滅

１ 278 田中八幡遺跡 包 中,近 ５ 344 東原観音塚 塚 近 滅

都 279 細内古墳 古 古 ５ 345 柏原遺跡 包 古

都 280 大塚古墳群 古群 古 ５ 346 柏原南古墳 古 古

都 281 原田所在塚 塚 近 滅 ５ 347 広月遺跡 包 縄,弥,古,奈

都 282 大六所在塚群 塚 近 ５ 348 田村上郷古墳 古 古

５ 283 坪内貝塚 貝 縄 ５ 349 山王北遺跡 包 奈

都 284 片蓋北遺跡 包 縄,弥,古,奈,中,近 ５ 350 山王遺跡 集 古,奈,中,近

都 285 片蓋遺跡 包 縄 ５ 351 山王下遺跡 包 奈

都 286 申神遺跡 包 中 ５ 352 砂子田上遺跡 包 縄,古

都 287 片蓋北古墳 古 古 ５ 353 池嶋遺跡 包 古

１ 288 田中八幡所在塚 塚 近 ５ 354 池嶋古墳 古 古

２ 289 東真鍋八坂前遺跡 集 縄,古 滅 ５ 355 田村舟塚古墳群 古群 古

５ 290 アタゴ所在塚群 塚 近 ５ 356 舟塚遺跡 包 縄,古,奈

都 291 小山崎十三塚 塚 近 ５ 357 八幡梶内遺跡 包 縄,古,中

２ 292 東台遺跡 集 旧,縄,弥,古 滅 ５ 358 八幡後遺跡 古 古,奈

都 293 栗山東遺跡 包 奈,中,近 ５ 359 平後遺跡 包 古,奈

都 294 北西原古墳群 古群 古 ５ 360 平畑遺跡 包 縄,古

都 295 根鹿北古墳群 古群 古 滅 ５ 361 木ノ内久保遺跡 包 古

都 296 一ノ割後塚 塚 近 ５ 362 山川久保遺跡 包 奈

５ 市297 王塚古墳 古 古 ５ 363 鐘付堂遺跡 包 古,奈

５ 市298 后塚古墳 古 古 ５ 364 鐘付堂西遺跡 包 古

５ 299 立遺跡 包 縄,弥,古,奈 ５ 365 後久保古墳 古 古 滅

５ 300 五斗落遺跡 集 縄,弥,古,奈 ５ 366 後久保遺跡 包 古,奈,中

５ 301 大儘遺跡 集 縄,弥,古,奈 ５ 367 梨の木遺跡 集 古,奈

５ 302 羽田亦遺跡 包 古,奈 ５ 368 根寄上古墳群 古群 古

５ 303 弁ノ内遺跡 集 縄,弥,奈,中 ５ 369 宮北遺跡 集 古,奈

５ 304 薬師遺跡 包 縄,奈,中 ５ 370 宮尻遺跡 包 古,奈

５ 305 薬師塚群 塚群 近 ５ 371 梨の木東遺跡 包 縄,古,奈

５ 306 原の内遺跡 集 縄,奈 ５ 372 金澤遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈

５ 307 富士塚遺跡 包 縄,古,奈 ５ 373 原ノ坊遺跡 包 縄,古,奈

５ 308 ゴリン山遺跡 包 縄,近 ５ 374 石橋南遺跡 集 縄,古,奈

５ 309 戌開供養塚 塚 近 ５ 375 石橋北遺跡 集 旧,縄,奈 滅

５ 310 姫塚遺跡 包 弥,古 ５ 376 宮南遺跡 包 奈

５ 311 手野宮脇遺跡 包 古,奈 ５ 377 富士峯遺跡 包 縄,古

５ 312 手野ドンドン塚古墳 古 古 滅 ５ 378 原ノ坊南遺跡 包 古

５ 313 上大津西小学校前遺跡 包 古,奈 ５ 379 峯久保遺跡 包 縄,奈

５ 314 平外遺跡 包 古 ５ 380 宮背古墳群 古群 古

５ 315 久保上遺跡 包 縄,古 ５ 381 北ノ内Ａ遺跡 包 縄,奈

５ 316 長堀遺跡 包 奈 ５ 382 北ノ内Ｂ遺跡 包 縄,奈

５ 317 馬坂古墳 古 古 ５ 383 上縄遺跡 包 縄,奈

５ 318 手野坂の上遺跡 包 古 ５ 384 上縄貝塚 貝 縄

５ 319 手野天神遺跡 包 縄,古,奈,中 ５ 385 宮西Ａ遺跡 包,貝 縄,奈

５ 320 天王前遺跡 包 縄,古,奈 ５ 386 宮西Ｂ遺跡 包 縄,古,奈,中

５ 321 平遺跡 包 古,奈 ５ 387 宮西Ｃ遺跡 集 古,奈

５ 322 下郷遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈,中 ５ 388 山ノ上遺跡 包 縄,奈

５ 323 下郷古墳群 古群 古 ５ 389 宮東遺跡 包 古,奈

５ 324 吉池遺跡 包 古 ５ 390 小森遺跡 包 縄

５ 325 宿後遺跡 包 奈,中 ５ 391 入ノ上Ａ遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈,中

５ 326 八坂東遺跡 包 奈,中 ５ 392 入ノ上Ｂ遺跡 集 縄,古,奈,中

５ 327 天王後遺跡 包 縄 ５ 393 小山台遺跡 包 古,奈,中

５ 328 井戸山遺跡 他 中,近 ５ 394 大日塚 塚 近

５ 329 天王場貝塚 貝 中 ５ 395 三島遺跡 包 古,奈,中

５ 330 手野原口遺跡 包 縄,奈,中 ５ 396 三島東遺跡 包 縄,古,奈,中,近
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５ 397 原山西遺跡 包 縄,奈,中,近 ５ 463 三島貝塚 貝 縄

５ 398 道上遺跡 包 縄,古,奈 ５ 464 今宮古墳 古 古

５ 399 南辺遺跡 包 古 ５ 465 宿後貝塚 貝 中

５ 400 新堀遺跡 包 縄 ５ 466 原ノ坊古墳群 古群 古

５ 401 八幡遺跡 包 縄 ５ 467 下郷貝塚 貝 縄 滅

５ 402 下ノ山遺跡 包 縄 ６ 468 谷畑遺跡 集 縄,古,奈 滅

５ 403 向楽遺跡 包 縄 ６ 469 形部遺跡 集 縄,古

５ 404 刎火遺跡 包 縄 ４ 470 龍善寺遺跡 集 縄,古

５ 405 畑尻遺跡 包 縄,奈 ３ 471 谷ッ道遺跡 他 旧,奈

５ 406 中台遺跡 包 縄,古 ２ 472 東山遺跡 集 古

５ 407 中台西遺跡 包 縄 １ 473 半溜遺跡 集 縄,弥,古

５ 408 新山庚申塚 塚 近 ６ 474 右籾遺跡 貝,集 縄 滅

５ 409 辰巳ノ砂庚申塚 塚 近 ６ 475 長峰北遺跡 集 縄,古,中

５ 410 前山遺跡 包 縄 ５ 476 八坂前塚 塚 近

５ 411 下王山遺跡 包 縄 ５ 477 手野新堀遺跡 他 中

５ 412 田中薬師遺跡 包 縄,奈 ２ 478 浅間台一字一石経塚 塚 近

５ 413 田中薬師二十六夜供養塚 塚 近 ５ 479 新地古墳 古 古

５ 414 寺前弁天塚群 塚群 近 ３ 480 白楽南塚 塚 近

５ 415 座王遺跡 包 縄,奈,中 ４ 481 上高津低地遺跡 包 縄,古

５ 416 座王塚 塚 近 ３ 482 中道南遺跡 集 古,奈

５ 417 西ノ崎遺跡 墓 中 ４ 483 中高津庚申塚 塚 近

５ 418 寺前遺跡 包 縄,奈 ６ 484 右籾北砲台跡 戦 他

５ 419 西久保遺跡 包 縄,古 都 485 神明・山川館跡 城 中

５ 420 西久保塚 塚 近 新 N001 下坂田向山古墳群 古群 古

５ 421 壹貫砂遺跡 包 縄,古 新 N002 下坂田馬場先貝塚 貝 縄

５ 422 前原遺跡 包 縄,奈 新 N003 赤弥堂遺跡 集 縄,古,奈,中

５ 423 前原北遺跡 包 縄,奈 新 N004 下坂田八幡神社古墳群 古群 古

５ 424 前原不動塚 塚 近 新 N005 下坂田中台遺跡 集 旧,縄,古,奈,中,近

５ 425 根本東遺跡 包 縄 新 N006 下坂田貝塚 貝 縄

５ 426 根本西遺跡 包 縄,奈 新 N007 坂田塙台古墳群 古群 古

５ 427 榎下遺跡 包 縄 新 N008 坂田台山古墳群 古群 古

５ 428 もりこ塚群 塚群 近 新 N009 坂田立野古墳群 古群 古

５ 429 山王古墳 古 古 新 N010 峯台城跡 城 中

５ 430 西浦古墳群 古群 古 新 N011 上坂田塚原遺跡 包 古,奈,中

５ 431 真木ノ内遺跡 集 縄,古,中 新 N012 藤沢南原遺跡 包 古,奈

５ 市432 正東院一字一石経塚 塚 近 新 N013 大畑新田前遺跡 包 縄,古,奈

５ 433 東原古墳 古 古 新 N014 大畑東原遺跡 包 縄,古

５ 434 手野城跡 城 中 新 N015 藤沢東町遺跡 集 縄,古,中

５ 435 養老田遺跡 集 旧,縄,奈,中 新 N016 高岡五斗内遺跡 包 古,中,近

５ 436 寿行地北遺跡 集 旧,縄,古,中,近 滅 新 N017 高岡大日塚古墳 古 古

５ 437 寿行地南遺跡 包 縄 新 N018 高岡岡の宮遺跡 包 縄,古,奈

５ 438 寿行地所在塚 塚 近 新 N019 藤沢城跡 城 中

５ 439 寿行地所在土塁 他 近 滅 新 N020 本郷原山五反田遺跡 包 弥,奈 滅

５ 440 長峯遺跡 集 縄,奈 滅 新 N021 法雲寺跡 寺,戦 中,他

５ 441 六十塚遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈,中,近 滅 新 N022 田土部広畑遺跡 包 縄,古,奈,中,近

５ 442 尻替遺跡 集 縄,古,奈,中,近 新 N023 田土部明神供養塚 塚 近,他

５ 443 地蔵院古墳 古 古 新 N024 田土部稲荷古墳 古 古

５ 444 柏原庚申塚 塚 近 新 N025 田宮古墳群 古群 古

５ 445 寿行地古墳 古 古 滅 新 N026 田宮東遺跡 包 中,近

５ 446 神立平遺跡 集 縄 滅 新 N027 田宮梶の宮遺跡 包 古,奈

２ 市447 木田余城跡 城 中 新 N028 田宮榎平遺跡 集 弥,古,奈,中

５ 448 北ノ内貝塚 貝 縄 新 N029 田宮辻屋敷遺跡 包 弥,奈,中,近

５ 449 八幡梶内貝塚 貝 中 新 N030 大畑十三塚群 塚群 近 滅

５ 450 宮西貝塚 貝 縄,中 新 N031 藤沢陣場遺跡 包 奈,中

５ 451 西妻遺跡 包 古,奈,中 新 N032 沢辺田違原古墳群 古群 古

５ 452 坂本遺跡 包 古,奈,中 新 N033 小高石橋遺跡 集 弥,古,奈,中

５ 453 鷺内遺跡 包 古,奈,中 新 N034 沢辺塚原遺跡 包 奈,中

５ 454 沖宿堀の内館跡 城 中 新 N035 沢辺村内古墳群 古群 古

５ 455 出金遺跡 包 古,奈,中 新 N036 沢辺稲荷古墳群 古群 古

５ 456 海蔵寺遺跡 包 中 新 N037 沢辺稲荷権現遺跡 包 弥,古,奈,中

５ 457 観正堂遺跡 包 古,奈,中,近 新 N038 高崎山古墳群 古群 古

５ 458 沖宿薬師遺跡 包 中 新 N039 小高天神遺跡 包 奈,中

５ 459 久保内遺跡 包 奈,中,近 新 N040 沢辺古屋敷遺跡 包 弥,古,奈

５ 460 八坂東貝塚 貝 中 新 N041 釈迦院跡 寺 中

５ 461 天王松遺跡 包 奈,中 新 県N042 東城寺経塚群 塚群 奈,中

５ 462 正久保遺跡 包 古,中 新 N043 小野窯跡 窯 奈
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都 265 本田坪古墳 古 古 ５ 331 田村向原遺跡 包 縄

１ 県266 土浦城跡 城 近 ５ 332 清水遺跡 包 縄

都 267 鉄砲塚 塚 近 ５ 333 清水脇古墳 古 古

都 268 細内遺跡 包 縄,古,奈,中 ５ 334 三夜原西遺跡 包 縄,奈

都 269 吹上坪北遺跡 包 旧,縄,古,奈,中 ５ 335 三夜原東遺跡 包 縄,奈

都 270 越前久保遺跡 包 弥,古,奈,中 ５ 336 新堀東遺跡 包 縄,中

都 271 今泉八幡遺跡 包 弥,古,奈 ５ 337 申橋遺跡 包 縄

都 272 向坪遺跡 包 中,近 ５ 338 壱杯清水西遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈 滅

都 273 五丁崎遺跡 包 古,奈,中,近 ５ 339 八幡脇遺跡 集,玉 縄,古,奈

都 274 北添遺跡 包 古,奈,中 ５ 340 寺畑遺跡 集 旧,縄,古,奈 滅

都 275 豊台遺跡 包 古 ５ 341 前谷西遺跡 集 旧,縄,奈 滅

２ 276 殿里台古墳 古 古 滅 ５ 342 前谷東遺跡 包 旧,縄,奈 滅

１ 277 虫掛二又遺跡 包 中,近 ５ 343 東原遺跡 集 旧,縄,奈 滅

１ 278 田中八幡遺跡 包 中,近 ５ 344 東原観音塚 塚 近 滅

都 279 細内古墳 古 古 ５ 345 柏原遺跡 包 古

都 280 大塚古墳群 古群 古 ５ 346 柏原南古墳 古 古

都 281 原田所在塚 塚 近 滅 ５ 347 広月遺跡 包 縄,弥,古,奈

都 282 大六所在塚群 塚 近 ５ 348 田村上郷古墳 古 古

５ 283 坪内貝塚 貝 縄 ５ 349 山王北遺跡 包 奈

都 284 片蓋北遺跡 包 縄,弥,古,奈,中,近 ５ 350 山王遺跡 集 古,奈,中,近

都 285 片蓋遺跡 包 縄 ５ 351 山王下遺跡 包 奈

都 286 申神遺跡 包 中 ５ 352 砂子田上遺跡 包 縄,古

都 287 片蓋北古墳 古 古 ５ 353 池嶋遺跡 包 古

１ 288 田中八幡所在塚 塚 近 ５ 354 池嶋古墳 古 古

２ 289 東真鍋八坂前遺跡 集 縄,古 滅 ５ 355 田村舟塚古墳群 古群 古

５ 290 アタゴ所在塚群 塚 近 ５ 356 舟塚遺跡 包 縄,古,奈

都 291 小山崎十三塚 塚 近 ５ 357 八幡梶内遺跡 包 縄,古,中

２ 292 東台遺跡 集 旧,縄,弥,古 滅 ５ 358 八幡後遺跡 古 古,奈

都 293 栗山東遺跡 包 奈,中,近 ５ 359 平後遺跡 包 古,奈

都 294 北西原古墳群 古群 古 ５ 360 平畑遺跡 包 縄,古

都 295 根鹿北古墳群 古群 古 滅 ５ 361 木ノ内久保遺跡 包 古

都 296 一ノ割後塚 塚 近 ５ 362 山川久保遺跡 包 奈

５ 市297 王塚古墳 古 古 ５ 363 鐘付堂遺跡 包 古,奈

５ 市298 后塚古墳 古 古 ５ 364 鐘付堂西遺跡 包 古

５ 299 立遺跡 包 縄,弥,古,奈 ５ 365 後久保古墳 古 古 滅

５ 300 五斗落遺跡 集 縄,弥,古,奈 ５ 366 後久保遺跡 包 古,奈,中

５ 301 大儘遺跡 集 縄,弥,古,奈 ５ 367 梨の木遺跡 集 古,奈

５ 302 羽田亦遺跡 包 古,奈 ５ 368 根寄上古墳群 古群 古

５ 303 弁ノ内遺跡 集 縄,弥,奈,中 ５ 369 宮北遺跡 集 古,奈

５ 304 薬師遺跡 包 縄,奈,中 ５ 370 宮尻遺跡 包 古,奈

５ 305 薬師塚群 塚群 近 ５ 371 梨の木東遺跡 包 縄,古,奈

５ 306 原の内遺跡 集 縄,奈 ５ 372 金澤遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈

５ 307 富士塚遺跡 包 縄,古,奈 ５ 373 原ノ坊遺跡 包 縄,古,奈

５ 308 ゴリン山遺跡 包 縄,近 ５ 374 石橋南遺跡 集 縄,古,奈

５ 309 戌開供養塚 塚 近 ５ 375 石橋北遺跡 集 旧,縄,奈 滅

５ 310 姫塚遺跡 包 弥,古 ５ 376 宮南遺跡 包 奈

５ 311 手野宮脇遺跡 包 古,奈 ５ 377 富士峯遺跡 包 縄,古

５ 312 手野ドンドン塚古墳 古 古 滅 ５ 378 原ノ坊南遺跡 包 古

５ 313 上大津西小学校前遺跡 包 古,奈 ５ 379 峯久保遺跡 包 縄,奈

５ 314 平外遺跡 包 古 ５ 380 宮背古墳群 古群 古

５ 315 久保上遺跡 包 縄,古 ５ 381 北ノ内Ａ遺跡 包 縄,奈

５ 316 長堀遺跡 包 奈 ５ 382 北ノ内Ｂ遺跡 包 縄,奈

５ 317 馬坂古墳 古 古 ５ 383 上縄遺跡 包 縄,奈

５ 318 手野坂の上遺跡 包 古 ５ 384 上縄貝塚 貝 縄

５ 319 手野天神遺跡 包 縄,古,奈,中 ５ 385 宮西Ａ遺跡 包,貝 縄,奈

５ 320 天王前遺跡 包 縄,古,奈 ５ 386 宮西Ｂ遺跡 包 縄,古,奈,中

５ 321 平遺跡 包 古,奈 ５ 387 宮西Ｃ遺跡 集 古,奈

５ 322 下郷遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈,中 ５ 388 山ノ上遺跡 包 縄,奈

５ 323 下郷古墳群 古群 古 ５ 389 宮東遺跡 包 古,奈

５ 324 吉池遺跡 包 古 ５ 390 小森遺跡 包 縄

５ 325 宿後遺跡 包 奈,中 ５ 391 入ノ上Ａ遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈,中

５ 326 八坂東遺跡 包 奈,中 ５ 392 入ノ上Ｂ遺跡 集 縄,古,奈,中

５ 327 天王後遺跡 包 縄 ５ 393 小山台遺跡 包 古,奈,中

５ 328 井戸山遺跡 他 中,近 ５ 394 大日塚 塚 近

５ 329 天王場貝塚 貝 中 ５ 395 三島遺跡 包 古,奈,中

５ 330 手野原口遺跡 包 縄,奈,中 ５ 396 三島東遺跡 包 縄,古,奈,中,近
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５ 397 原山西遺跡 包 縄,奈,中,近 ５ 463 三島貝塚 貝 縄

５ 398 道上遺跡 包 縄,古,奈 ５ 464 今宮古墳 古 古

５ 399 南辺遺跡 包 古 ５ 465 宿後貝塚 貝 中

５ 400 新堀遺跡 包 縄 ５ 466 原ノ坊古墳群 古群 古

５ 401 八幡遺跡 包 縄 ５ 467 下郷貝塚 貝 縄 滅

５ 402 下ノ山遺跡 包 縄 ６ 468 谷畑遺跡 集 縄,古,奈 滅

５ 403 向楽遺跡 包 縄 ６ 469 形部遺跡 集 縄,古

５ 404 刎火遺跡 包 縄 ４ 470 龍善寺遺跡 集 縄,古

５ 405 畑尻遺跡 包 縄,奈 ３ 471 谷ッ道遺跡 他 旧,奈

５ 406 中台遺跡 包 縄,古 ２ 472 東山遺跡 集 古

５ 407 中台西遺跡 包 縄 １ 473 半溜遺跡 集 縄,弥,古

５ 408 新山庚申塚 塚 近 ６ 474 右籾遺跡 貝,集 縄 滅

５ 409 辰巳ノ砂庚申塚 塚 近 ６ 475 長峰北遺跡 集 縄,古,中

５ 410 前山遺跡 包 縄 ５ 476 八坂前塚 塚 近

５ 411 下王山遺跡 包 縄 ５ 477 手野新堀遺跡 他 中

５ 412 田中薬師遺跡 包 縄,奈 ２ 478 浅間台一字一石経塚 塚 近

５ 413 田中薬師二十六夜供養塚 塚 近 ５ 479 新地古墳 古 古

５ 414 寺前弁天塚群 塚群 近 ３ 480 白楽南塚 塚 近

５ 415 座王遺跡 包 縄,奈,中 ４ 481 上高津低地遺跡 包 縄,古

５ 416 座王塚 塚 近 ３ 482 中道南遺跡 集 古,奈

５ 417 西ノ崎遺跡 墓 中 ４ 483 中高津庚申塚 塚 近

５ 418 寺前遺跡 包 縄,奈 ６ 484 右籾北砲台跡 戦 他

５ 419 西久保遺跡 包 縄,古 都 485 神明・山川館跡 城 中

５ 420 西久保塚 塚 近 新 N001 下坂田向山古墳群 古群 古

５ 421 壹貫砂遺跡 包 縄,古 新 N002 下坂田馬場先貝塚 貝 縄

５ 422 前原遺跡 包 縄,奈 新 N003 赤弥堂遺跡 集 縄,古,奈,中

５ 423 前原北遺跡 包 縄,奈 新 N004 下坂田八幡神社古墳群 古群 古

５ 424 前原不動塚 塚 近 新 N005 下坂田中台遺跡 集 旧,縄,古,奈,中,近

５ 425 根本東遺跡 包 縄 新 N006 下坂田貝塚 貝 縄

５ 426 根本西遺跡 包 縄,奈 新 N007 坂田塙台古墳群 古群 古

５ 427 榎下遺跡 包 縄 新 N008 坂田台山古墳群 古群 古

５ 428 もりこ塚群 塚群 近 新 N009 坂田立野古墳群 古群 古

５ 429 山王古墳 古 古 新 N010 峯台城跡 城 中

５ 430 西浦古墳群 古群 古 新 N011 上坂田塚原遺跡 包 古,奈,中

５ 431 真木ノ内遺跡 集 縄,古,中 新 N012 藤沢南原遺跡 包 古,奈

５ 市432 正東院一字一石経塚 塚 近 新 N013 大畑新田前遺跡 包 縄,古,奈

５ 433 東原古墳 古 古 新 N014 大畑東原遺跡 包 縄,古

５ 434 手野城跡 城 中 新 N015 藤沢東町遺跡 集 縄,古,中

５ 435 養老田遺跡 集 旧,縄,奈,中 新 N016 高岡五斗内遺跡 包 古,中,近

５ 436 寿行地北遺跡 集 旧,縄,古,中,近 滅 新 N017 高岡大日塚古墳 古 古

５ 437 寿行地南遺跡 包 縄 新 N018 高岡岡の宮遺跡 包 縄,古,奈

５ 438 寿行地所在塚 塚 近 新 N019 藤沢城跡 城 中

５ 439 寿行地所在土塁 他 近 滅 新 N020 本郷原山五反田遺跡 包 弥,奈 滅

５ 440 長峯遺跡 集 縄,奈 滅 新 N021 法雲寺跡 寺,戦 中,他

５ 441 六十塚遺跡 集 旧,縄,弥,古,奈,中,近 滅 新 N022 田土部広畑遺跡 包 縄,古,奈,中,近

５ 442 尻替遺跡 集 縄,古,奈,中,近 新 N023 田土部明神供養塚 塚 近,他

５ 443 地蔵院古墳 古 古 新 N024 田土部稲荷古墳 古 古

５ 444 柏原庚申塚 塚 近 新 N025 田宮古墳群 古群 古

５ 445 寿行地古墳 古 古 滅 新 N026 田宮東遺跡 包 中,近

５ 446 神立平遺跡 集 縄 滅 新 N027 田宮梶の宮遺跡 包 古,奈

２ 市447 木田余城跡 城 中 新 N028 田宮榎平遺跡 集 弥,古,奈,中

５ 448 北ノ内貝塚 貝 縄 新 N029 田宮辻屋敷遺跡 包 弥,奈,中,近

５ 449 八幡梶内貝塚 貝 中 新 N030 大畑十三塚群 塚群 近 滅

５ 450 宮西貝塚 貝 縄,中 新 N031 藤沢陣場遺跡 包 奈,中

５ 451 西妻遺跡 包 古,奈,中 新 N032 沢辺田違原古墳群 古群 古

５ 452 坂本遺跡 包 古,奈,中 新 N033 小高石橋遺跡 集 弥,古,奈,中

５ 453 鷺内遺跡 包 古,奈,中 新 N034 沢辺塚原遺跡 包 奈,中

５ 454 沖宿堀の内館跡 城 中 新 N035 沢辺村内古墳群 古群 古

５ 455 出金遺跡 包 古,奈,中 新 N036 沢辺稲荷古墳群 古群 古

５ 456 海蔵寺遺跡 包 中 新 N037 沢辺稲荷権現遺跡 包 弥,古,奈,中

５ 457 観正堂遺跡 包 古,奈,中,近 新 N038 高崎山古墳群 古群 古

５ 458 沖宿薬師遺跡 包 中 新 N039 小高天神遺跡 包 奈,中

５ 459 久保内遺跡 包 奈,中,近 新 N040 沢辺古屋敷遺跡 包 弥,古,奈

５ 460 八坂東貝塚 貝 中 新 N041 釈迦院跡 寺 中

５ 461 天王松遺跡 包 奈,中 新 県N042 東城寺経塚群 塚群 奈,中

５ 462 正久保遺跡 包 古,中 新 N043 小野窯跡 窯 奈
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新 N044 大志戸中原遺跡 包 縄,古,奈,中 新 N109 小高寄居古墳群 古群 古

新 N045 大志戸塚廻古墳 古 古 新 N110 小野八百田硲窯跡 窯 奈 滅

新 N046 本郷城付遺跡 包 古,奈 新 N111 田土部明神古墳 古 古

新 N047 本郷城付古墳群 古群 古 新 N112 坂田稲荷山塚群 塚群 近

新 N048 本郷三台塚遺跡 包 縄,奈,中 新 N113 高岡根古墳 古 古 滅

新 N049 本郷堂浄山遺跡 包 古,奈,中 新 N114 大畑本田貝塚 貝 縄

新 N050 本郷城付塚 塚 近 新 N115 田宮笄崎窯跡 窯 奈 滅

新 N051 本郷山大塚古墳 古 古 新 N116 上坂田塚原古墳群 古群 古

新 N052 永井道祖神塚 塚 近 新 N117 小野裏山窯跡 窯 奈

新 N053 本郷原山塚 塚 近 新 N118 大志戸堂山上塚 塚 近

新 N054 本郷館遺跡 包 縄,弥,古,奈,中 新 N119 永井大日塚群 塚群 中

新 N055 本郷愛宕塚古墳 古 古 新 N120 下坂田荒句遺跡 他 中

新 N056 本郷下川遺跡 包 古,奈,中 新 N121 下坂田屋敷内城跡 城 中

新 N057 永井内田遺跡 包 縄,弥,古,奈 新 N122 下坂田大日山塚 塚 中,近

新 N058 永井鍛冶後古墳 古 古 新 N123 上坂田入屋遺跡 包 奈,中

新 N059 永井南後遺跡 包 奈,中 新 N124 藤沢山後遺跡 集 縄,古,奈,中

新 N060 永井夜通し遺跡 包 古,奈 新 N125 藤沢北斗遺跡 包 縄,古

新 N061 永井笊内西遺跡 包 奈,中 新 N126 藤沢南裏遺跡 包 縄,古,奈,中

新 N062 永井寄居前遺跡 包 古,奈,中 新 N127 藤沢中城遺跡 包 縄,古,奈,中

新 N063 永井十三塚群 塚群 近 滅 新 N128 大畑本田遺跡 包 旧,縄,古,中

新 N064 永井城跡 城 中 新 N129 大畑前田遺跡 包 縄,奈,中

新 N065 ろくろうじ古墳 古 古 新 N130 大畑新田塚群 塚群 近

新 N066 本郷富士上遺跡 包 縄,奈 新 N131 大畑前山塚 塚 中

新 N067 甲山城跡 城 中 新 N132 高岡愛宕塚古墳 古 古 滅

新 N068 大志戸番場古墳 古 古 新 N133 高岡西ノ台遺跡 集 旧,弥,古,奈,中,近

新 N069 本郷辻堂古墳群 古群 古 新 N134 高岡丸ノ内館跡 城 中

新 N070 武者塚古墳群 古群 古 新 N135 田宮梶神社塚 塚 近

新 市N070-1 武者塚古墳 古 古 新 N136 小高柳沢遺跡 製 奈

新 N071 清滝寺古観音跡 寺 中 新 N137 小高柳沢窯跡 窯 奈

新 N072 東城寺窯跡 窯 奈 新 N138 小高天神向古墳 古 古

新 N073 東城寺桑木窯跡 窯 奈 新 N139 小高村内塚 塚 近

新 N074 田土部城跡 城 中 新 N140 小高前畑塚 塚 近

新 N075 上坂田館の内館跡 城 中 新 N141 東城寺カンギ遺跡 包 奈,中

新 N076 本郷宮後遺跡 包 奈,近 新 N142 東城寺場々遺跡 包 奈,中

新 N077 本郷五量遺跡 包 弥,古,奈 新 N143 東城寺桑木遺跡 包 奈,中

新 N078 高岡茶園遺跡 包 弥,古,奈,中 新 N144 東城寺鬼越遺跡 包 奈

新 N079 大畑新田遺跡 包 縄,弥,古 新 N145 東城寺場々塚 塚 近

新 N080 沢辺八幡遺跡 包 古,奈,中 新 N146 大志戸倉ノ坪遺跡 包 奈

新 N081 小野大道西遺跡 集 縄,奈 新 N147 大志戸西木戸遺跡 包 縄,古,奈

新 N082 小野高越遺跡 包 古,奈 新 N148 本郷上人塚遺跡 包 弥,古,奈,中

新 N083 小野古屋敷遺跡 包 古,奈,近 新 N149 本郷栄遺跡 包 古,奈

新 N084 大志戸後窪遺跡 包 古,奈,近 新 N150 本郷栄南遺跡 包 縄,奈,中

新 N085 小野唐崎遺跡 包 縄,古,奈,中 新 N151 本郷宮西塚 塚 他

新 N086 大志戸東原遺跡 包 弥,古 新 N152 高岡沖遺跡 包 中

新 N087 本郷栄北遺跡 包 弥,古,奈 新 県N153 藤原藤房卿遺跡 塚 中

新 N088 永井能西寺遺跡 包 古,奈

新 N089 永井腰当遺跡 包 古,奈 滅

新 N090 永井飯島遺跡 包 縄,弥,古,奈

新 N091 永井唐崎遺跡 包 弥,古,奈

新 N092 永井泉前遺跡 包 弥,古,奈

新 N093 永井馬場後遺跡 包 古,奈,中

新 N094 永井中妻遺跡 包 縄,弥,古

新 N095 永井談所遺跡 包 古,奈,中

新 N096 東城寺寺院跡 寺 奈,中

新 N097 東城寺登霞下遺跡 包 奈 滅

新 N098 東城寺金くそ遺跡 製 奈 滅

新 N099 小高石崎遺跡 包 奈 滅

新 N100 小高窯跡 窯 奈

新 N101 藤沢東町古墳群 古群 古

新 N102 上坂田北部貝塚 貝 縄

新 N103 上坂田寺裏貝塚 貝 縄

新 N104 下坂田塙台遺跡 貝,集 縄,弥,古,奈,中,近

新 N105 東城寺寄居前窯跡 窯 奈

新 N106 小高村内窯跡 窯 奈

新 N107 永井寄居窯跡 窯 奈

新 N108 小高熊野塚古墳 古 古
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【国による調査】
報告書名 発行年 発行機関 掲載された市域の文化財

全国遺跡地図 1980 文化庁 市内98箇所の遺跡を登録

近代の庭園・公園等に関する調査研究報告書 2012 文化庁 亀城公園、桜川堤
名勝に関する総合調査 2013 文化庁 霞ヶ浦

【茨城県による調査】
報告書名 発行年 発行機関 掲載された市域の文化財

茨城県の民家　茨城県民家緊急調査報告書 1976 県教委

（主要民家）29矢口伊成氏宅、30冨岡幸雄氏宅
（昭和49年度緊急調査対象一覧表）152矢口伊成、153岩瀬圭一、154高野正一、155高野光
永、156冨岡幸雄、176栗原一男、177岩瀬一雄、178林静雄、179冨岡幸雄、176栗原一男、
177岩瀬一雄、178林静雄、179川又一郎、180萩原喜一郎
（昭和41年度緊急調査抄）76中川幸、77本橋泰次郎、78小林好道、155前野七左ヱ門

茨城県の近世社寺建築 1982 県教委 51八坂神社本殿、70東成寺本堂、71法雲寺方丈

茨城県の近代化遺産　茨城県近代化遺産（建造
物等）総合調査報告書

2007 県教委

Ⅲテーマ論：旧土浦中学校本館
Ⅳ-３第3次産業：土浦市街地の近代建築（①関家煉瓦蔵、②新美堂煉瓦蔵、③土
浦まちかど蔵野村・喫茶店蔵、④人形のとみやま、⑤飯田屋本店、⑥武蔵屋店
舗、⑦石川美髪店、⑧内田砂糖店、⑨豊島家邸、⑩料亭霞月楼
〔既解体〕②、④、⑤、⑨
　-５土木関係：川口川閘門

茨城県近代和風建築総合調査報告書 2017 県教委
第４章主要建築調査結果：１-８旧大徳呉服店店蔵北棟、１-９紫山塾（旧本間家
住宅）、１-１０岩瀬家住宅主屋、４-４霞月楼
第５章悉皆調査結果一覧：346栄稲荷神社

茨城の文化財　12集（昭和47年度） 1974 県教委 前野家住宅
茨城の文化財　13集（昭和48年度） 1975 県教委 冨岡家住宅
茨城の文化財　15集（昭和50年度） 1977 県教委 旧茨城県立土浦中学校本館
茨城の文化財　20集（昭和55年度） 1982 県教委 矢口家住宅付家相図7枚
茨城の文化財　40集（平成13年度） 2004 県教委 （登録文化財）08－0052一色家住宅主屋
茨城の文化財　47集（平成20年度） 2010 県教委 （登録文化財）08－0228岩瀬家住宅主屋

茨城の文化財　49集（平成22年度） 2011 県教委
（登録文化財）08－0233岩瀬家住宅屋敷蔵、0234岩瀬家住宅米蔵、0235岩瀬家
住宅味噌蔵、0236岩瀬家住宅表門、0237岩瀬家住宅中ノ門、0238岩瀬家住宅東
門、0239岩瀬家住宅塀

茨城の文化財　55集（平成28年度） 2017 県教委
（登録文化財）08－0285～0289旧大徳呉服店（①店蔵北棟、②店蔵南棟、③袖
蔵、④元蔵、⑤向蔵）、08－0290～0293旧野村さとう店（①店舗兼主屋、②袖
蔵、③文庫蔵、④煉瓦蔵）

重要文化財（建造物）旧茨城県立土浦中学校本
館　近代化遺産重点保存修理事業報告書

2019 茨城県 旧茨城県立土浦中学校本館

茨城の文化財 1954 県教委 高峰原妙像、復庵宗己像自讃
茨城の文化財　2集 1958 県教委 絹本普賢菩薩像
茨城の文化財　4集 1965 県教委 絹本著色高峰和尚像、絹本著色復庵和尚像付絹本著色中峰和尚像
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 絹本着色釈迦涅槃像、紙本著色小田政治肖像画、紙本著色小田氏治肖像画、
茨城の文化財　3集 1962 県教委 銅造阿弥陀如来立像
茨城の文化財　4集 1965 県教委 木造薬師如来座像
茨城の文化財　8集（昭和40・41年度） 1969 県教委 木造薬師如来坐像
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 銅造阿弥陀如来立像、中峯禅師坐像
茨城の文化財　13集（昭和48年度） 1975 県教委 薬師如来脇侍三尊像、薬師如来立像
茨城の文化財　14集（昭和49年度） 1976 県教委 木造釈迦如来立像
茨城の文化財　19集（昭和54年度） 1981 県教委 木造薬師如来及び両脇侍像
茨城の文化財　27集（昭和62年度） 1989 県教委 木造阿弥陀如来坐像
茨城の仏像ー茨城県内社寺所蔵美術工芸品の調
査研究ー

1997 県立歴史館 5.海蔵寺　木造阿弥陀如来坐像、6.法泉寺　木造薬師如来及両脇侍像、7.浄真寺　銅造阿弥陀
如来立像、60.法華院　木造地蔵菩薩立像、61.法雲寺　銅造阿弥陀如来立像

茨城の文化財　41集（平成14年度） 2004 県教委
95木造薬師如来坐像、96金銅造阿弥陀如来立像、97銅板十一面観音御正体、98木造薬師如来
脇侍三尊像、99木造薬師如来立像、100木造釈迦如来立像、101木造阿弥陀如来坐像、129銅
造阿弥陀如来立像、130木造中峯禅師坐像、131木造広智上人坐像

茨城の狛犬―県内狛犬の集成と調査研究― 2011 県立歴史館 Y7土浦市川口　水天宮蔵狛犬
茨城の文化財 1954 県教委 銅鐘（等覚寺）、銅鐘（般若寺）
茨城の文化財　3集 1962 県教委 太刀（銘国貞）、太刀（銘来光定）
茨城の文化財　5集 1966 県教委 銅鐘（等覚寺）、銅鐘（般若寺）
茨城の文化財　8集（昭和40・41年度） 1969 県教委 石造燈籠、石造五輪塔、六地蔵型石燈籠
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 棕毛払子、石造五輪塔、青磁三階塔
茨城の文化財　13集（昭和48年度） 1975 県教委 五鈷杵、五鈷鈴、丸鏡
茨城の文化財　21集（昭和56年度） 1983 県教委 竹繊払子、石造燈籠
茨城の三十六歌仙絵 2001 県立歴史館 －
茨城の文化財　2集 1958 県教委 大般若波羅密多経
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 紺紙金泥大般若波羅密陀経、法雲寺文書
茨城県関係古代金石文資料集成ー墨書・箆書ー 1985 県立歴史館 10-1（個別表8-4）烏山遺跡群 墨書土器
茨城県における古代瓦の研究 1994 県立歴史館 35.寺畑遺跡、36.東城寺
茨城の形象埴輪―県内出土の形象埴輪の集成と
調査研究―

2004 県立歴史館
43.高津天神山古墳人物埴輪（力士）、44.今泉愛宕山古墳人物埴輪（女子）、45.
真鍋台馬型埴輪、宍塚6号墳人物埴輪・馬型埴輪

茨城の文化財　8集（昭和40・41年度） 1969 県教委 東城寺の結界石、下坂田の板碑
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 結界石
茨城の文化財　19集（昭和54年度） 1981 県教委 饒の鋳型溶笵
茨城の文化財　42集（平成15年度） 2004 県教委 県指定文化財　武者塚古墳出土品一括
茨城の文化財　53集（平成26年度） 2015 県教委 重要文化財　茨城県武者塚古墳出土品一括

【歴史資料】 茨城の文化財　54集（平成27年度） 2016 県教委 歴第9号　色川三中関係資料（色川文庫・色川徳治家文書・色川三中肖像画）
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包 貝 集 玉 古 古群 窯 鉄 城 寺 塚 塚群 墓 戦 他 旧 縄 弥 古 奈 中 近 他

包蔵地 貝塚 集落跡 (玉作) 古墳 古墳群 窯跡 製鉄跡 城館跡 寺院跡 塚 塚群 墓 戦跡 その他 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈/平 中世 近世 その他

時代

凡例

種別

凡例

所在

地区

遺跡

番号
遺　　跡　　名 種別 時代

滅

失
所在

地区

遺跡

番号
遺　　跡　　名 種別 時代

滅

失

新 N044 大志戸中原遺跡 包 縄,古,奈,中 新 N109 小高寄居古墳群 古群 古

新 N045 大志戸塚廻古墳 古 古 新 N110 小野八百田硲窯跡 窯 奈 滅

新 N046 本郷城付遺跡 包 古,奈 新 N111 田土部明神古墳 古 古

新 N047 本郷城付古墳群 古群 古 新 N112 坂田稲荷山塚群 塚群 近

新 N048 本郷三台塚遺跡 包 縄,奈,中 新 N113 高岡根古墳 古 古 滅

新 N049 本郷堂浄山遺跡 包 古,奈,中 新 N114 大畑本田貝塚 貝 縄

新 N050 本郷城付塚 塚 近 新 N115 田宮笄崎窯跡 窯 奈 滅

新 N051 本郷山大塚古墳 古 古 新 N116 上坂田塚原古墳群 古群 古

新 N052 永井道祖神塚 塚 近 新 N117 小野裏山窯跡 窯 奈

新 N053 本郷原山塚 塚 近 新 N118 大志戸堂山上塚 塚 近

新 N054 本郷館遺跡 包 縄,弥,古,奈,中 新 N119 永井大日塚群 塚群 中

新 N055 本郷愛宕塚古墳 古 古 新 N120 下坂田荒句遺跡 他 中

新 N056 本郷下川遺跡 包 古,奈,中 新 N121 下坂田屋敷内城跡 城 中

新 N057 永井内田遺跡 包 縄,弥,古,奈 新 N122 下坂田大日山塚 塚 中,近

新 N058 永井鍛冶後古墳 古 古 新 N123 上坂田入屋遺跡 包 奈,中

新 N059 永井南後遺跡 包 奈,中 新 N124 藤沢山後遺跡 集 縄,古,奈,中

新 N060 永井夜通し遺跡 包 古,奈 新 N125 藤沢北斗遺跡 包 縄,古

新 N061 永井笊内西遺跡 包 奈,中 新 N126 藤沢南裏遺跡 包 縄,古,奈,中

新 N062 永井寄居前遺跡 包 古,奈,中 新 N127 藤沢中城遺跡 包 縄,古,奈,中

新 N063 永井十三塚群 塚群 近 滅 新 N128 大畑本田遺跡 包 旧,縄,古,中

新 N064 永井城跡 城 中 新 N129 大畑前田遺跡 包 縄,奈,中

新 N065 ろくろうじ古墳 古 古 新 N130 大畑新田塚群 塚群 近

新 N066 本郷富士上遺跡 包 縄,奈 新 N131 大畑前山塚 塚 中

新 N067 甲山城跡 城 中 新 N132 高岡愛宕塚古墳 古 古 滅

新 N068 大志戸番場古墳 古 古 新 N133 高岡西ノ台遺跡 集 旧,弥,古,奈,中,近

新 N069 本郷辻堂古墳群 古群 古 新 N134 高岡丸ノ内館跡 城 中

新 N070 武者塚古墳群 古群 古 新 N135 田宮梶神社塚 塚 近

新 市N070-1 武者塚古墳 古 古 新 N136 小高柳沢遺跡 製 奈

新 N071 清滝寺古観音跡 寺 中 新 N137 小高柳沢窯跡 窯 奈

新 N072 東城寺窯跡 窯 奈 新 N138 小高天神向古墳 古 古

新 N073 東城寺桑木窯跡 窯 奈 新 N139 小高村内塚 塚 近

新 N074 田土部城跡 城 中 新 N140 小高前畑塚 塚 近

新 N075 上坂田館の内館跡 城 中 新 N141 東城寺カンギ遺跡 包 奈,中

新 N076 本郷宮後遺跡 包 奈,近 新 N142 東城寺場々遺跡 包 奈,中

新 N077 本郷五量遺跡 包 弥,古,奈 新 N143 東城寺桑木遺跡 包 奈,中

新 N078 高岡茶園遺跡 包 弥,古,奈,中 新 N144 東城寺鬼越遺跡 包 奈

新 N079 大畑新田遺跡 包 縄,弥,古 新 N145 東城寺場々塚 塚 近

新 N080 沢辺八幡遺跡 包 古,奈,中 新 N146 大志戸倉ノ坪遺跡 包 奈

新 N081 小野大道西遺跡 集 縄,奈 新 N147 大志戸西木戸遺跡 包 縄,古,奈

新 N082 小野高越遺跡 包 古,奈 新 N148 本郷上人塚遺跡 包 弥,古,奈,中

新 N083 小野古屋敷遺跡 包 古,奈,近 新 N149 本郷栄遺跡 包 古,奈

新 N084 大志戸後窪遺跡 包 古,奈,近 新 N150 本郷栄南遺跡 包 縄,奈,中

新 N085 小野唐崎遺跡 包 縄,古,奈,中 新 N151 本郷宮西塚 塚 他

新 N086 大志戸東原遺跡 包 弥,古 新 N152 高岡沖遺跡 包 中

新 N087 本郷栄北遺跡 包 弥,古,奈 新 県N153 藤原藤房卿遺跡 塚 中

新 N088 永井能西寺遺跡 包 古,奈

新 N089 永井腰当遺跡 包 古,奈 滅

新 N090 永井飯島遺跡 包 縄,弥,古,奈

新 N091 永井唐崎遺跡 包 弥,古,奈

新 N092 永井泉前遺跡 包 弥,古,奈

新 N093 永井馬場後遺跡 包 古,奈,中

新 N094 永井中妻遺跡 包 縄,弥,古

新 N095 永井談所遺跡 包 古,奈,中

新 N096 東城寺寺院跡 寺 奈,中

新 N097 東城寺登霞下遺跡 包 奈 滅

新 N098 東城寺金くそ遺跡 製 奈 滅

新 N099 小高石崎遺跡 包 奈 滅

新 N100 小高窯跡 窯 奈

新 N101 藤沢東町古墳群 古群 古

新 N102 上坂田北部貝塚 貝 縄

新 N103 上坂田寺裏貝塚 貝 縄

新 N104 下坂田塙台遺跡 貝,集 縄,弥,古,奈,中,近

新 N105 東城寺寄居前窯跡 窯 奈

新 N106 小高村内窯跡 窯 奈

新 N107 永井寄居窯跡 窯 奈

新 N108 小高熊野塚古墳 古 古
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【国による調査】
報告書名 発行年 発行機関 掲載された市域の文化財

全国遺跡地図 1980 文化庁 市内98箇所の遺跡を登録

近代の庭園・公園等に関する調査研究報告書 2012 文化庁 亀城公園、桜川堤
名勝に関する総合調査 2013 文化庁 霞ヶ浦

【茨城県による調査】
報告書名 発行年 発行機関 掲載された市域の文化財

茨城県の民家　茨城県民家緊急調査報告書 1976 県教委

（主要民家）29矢口伊成氏宅、30冨岡幸雄氏宅
（昭和49年度緊急調査対象一覧表）152矢口伊成、153岩瀬圭一、154高野正一、155高野光
永、156冨岡幸雄、176栗原一男、177岩瀬一雄、178林静雄、179冨岡幸雄、176栗原一男、
177岩瀬一雄、178林静雄、179川又一郎、180萩原喜一郎
（昭和41年度緊急調査抄）76中川幸、77本橋泰次郎、78小林好道、155前野七左ヱ門

茨城県の近世社寺建築 1982 県教委 51八坂神社本殿、70東成寺本堂、71法雲寺方丈

茨城県の近代化遺産　茨城県近代化遺産（建造
物等）総合調査報告書

2007 県教委

Ⅲテーマ論：旧土浦中学校本館
Ⅳ-３第3次産業：土浦市街地の近代建築（①関家煉瓦蔵、②新美堂煉瓦蔵、③土
浦まちかど蔵野村・喫茶店蔵、④人形のとみやま、⑤飯田屋本店、⑥武蔵屋店
舗、⑦石川美髪店、⑧内田砂糖店、⑨豊島家邸、⑩料亭霞月楼
〔既解体〕②、④、⑤、⑨
　-５土木関係：川口川閘門

茨城県近代和風建築総合調査報告書 2017 県教委
第４章主要建築調査結果：１-８旧大徳呉服店店蔵北棟、１-９紫山塾（旧本間家
住宅）、１-１０岩瀬家住宅主屋、４-４霞月楼
第５章悉皆調査結果一覧：346栄稲荷神社

茨城の文化財　12集（昭和47年度） 1974 県教委 前野家住宅
茨城の文化財　13集（昭和48年度） 1975 県教委 冨岡家住宅
茨城の文化財　15集（昭和50年度） 1977 県教委 旧茨城県立土浦中学校本館
茨城の文化財　20集（昭和55年度） 1982 県教委 矢口家住宅付家相図7枚
茨城の文化財　40集（平成13年度） 2004 県教委 （登録文化財）08－0052一色家住宅主屋
茨城の文化財　47集（平成20年度） 2010 県教委 （登録文化財）08－0228岩瀬家住宅主屋

茨城の文化財　49集（平成22年度） 2011 県教委
（登録文化財）08－0233岩瀬家住宅屋敷蔵、0234岩瀬家住宅米蔵、0235岩瀬家
住宅味噌蔵、0236岩瀬家住宅表門、0237岩瀬家住宅中ノ門、0238岩瀬家住宅東
門、0239岩瀬家住宅塀

茨城の文化財　55集（平成28年度） 2017 県教委
（登録文化財）08－0285～0289旧大徳呉服店（①店蔵北棟、②店蔵南棟、③袖
蔵、④元蔵、⑤向蔵）、08－0290～0293旧野村さとう店（①店舗兼主屋、②袖
蔵、③文庫蔵、④煉瓦蔵）

重要文化財（建造物）旧茨城県立土浦中学校本
館　近代化遺産重点保存修理事業報告書

2019 茨城県 旧茨城県立土浦中学校本館

茨城の文化財 1954 県教委 高峰原妙像、復庵宗己像自讃
茨城の文化財　2集 1958 県教委 絹本普賢菩薩像
茨城の文化財　4集 1965 県教委 絹本著色高峰和尚像、絹本著色復庵和尚像付絹本著色中峰和尚像
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 絹本着色釈迦涅槃像、紙本著色小田政治肖像画、紙本著色小田氏治肖像画、
茨城の文化財　3集 1962 県教委 銅造阿弥陀如来立像
茨城の文化財　4集 1965 県教委 木造薬師如来座像
茨城の文化財　8集（昭和40・41年度） 1969 県教委 木造薬師如来坐像
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 銅造阿弥陀如来立像、中峯禅師坐像
茨城の文化財　13集（昭和48年度） 1975 県教委 薬師如来脇侍三尊像、薬師如来立像
茨城の文化財　14集（昭和49年度） 1976 県教委 木造釈迦如来立像
茨城の文化財　19集（昭和54年度） 1981 県教委 木造薬師如来及び両脇侍像
茨城の文化財　27集（昭和62年度） 1989 県教委 木造阿弥陀如来坐像
茨城の仏像ー茨城県内社寺所蔵美術工芸品の調
査研究ー

1997 県立歴史館 5.海蔵寺　木造阿弥陀如来坐像、6.法泉寺　木造薬師如来及両脇侍像、7.浄真寺　銅造阿弥陀
如来立像、60.法華院　木造地蔵菩薩立像、61.法雲寺　銅造阿弥陀如来立像

茨城の文化財　41集（平成14年度） 2004 県教委
95木造薬師如来坐像、96金銅造阿弥陀如来立像、97銅板十一面観音御正体、98木造薬師如来
脇侍三尊像、99木造薬師如来立像、100木造釈迦如来立像、101木造阿弥陀如来坐像、129銅
造阿弥陀如来立像、130木造中峯禅師坐像、131木造広智上人坐像

茨城の狛犬―県内狛犬の集成と調査研究― 2011 県立歴史館 Y7土浦市川口　水天宮蔵狛犬
茨城の文化財 1954 県教委 銅鐘（等覚寺）、銅鐘（般若寺）
茨城の文化財　3集 1962 県教委 太刀（銘国貞）、太刀（銘来光定）
茨城の文化財　5集 1966 県教委 銅鐘（等覚寺）、銅鐘（般若寺）
茨城の文化財　8集（昭和40・41年度） 1969 県教委 石造燈籠、石造五輪塔、六地蔵型石燈籠
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 棕毛払子、石造五輪塔、青磁三階塔
茨城の文化財　13集（昭和48年度） 1975 県教委 五鈷杵、五鈷鈴、丸鏡
茨城の文化財　21集（昭和56年度） 1983 県教委 竹繊払子、石造燈籠
茨城の三十六歌仙絵 2001 県立歴史館 －
茨城の文化財　2集 1958 県教委 大般若波羅密多経
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 紺紙金泥大般若波羅密陀経、法雲寺文書
茨城県関係古代金石文資料集成ー墨書・箆書ー 1985 県立歴史館 10-1（個別表8-4）烏山遺跡群 墨書土器
茨城県における古代瓦の研究 1994 県立歴史館 35.寺畑遺跡、36.東城寺
茨城の形象埴輪―県内出土の形象埴輪の集成と
調査研究―

2004 県立歴史館
43.高津天神山古墳人物埴輪（力士）、44.今泉愛宕山古墳人物埴輪（女子）、45.
真鍋台馬型埴輪、宍塚6号墳人物埴輪・馬型埴輪

茨城の文化財　8集（昭和40・41年度） 1969 県教委 東城寺の結界石、下坂田の板碑
茨城の文化財　9集（昭和42・43年度） 1970 県教委 結界石
茨城の文化財　19集（昭和54年度） 1981 県教委 饒の鋳型溶笵
茨城の文化財　42集（平成15年度） 2004 県教委 県指定文化財　武者塚古墳出土品一括
茨城の文化財　53集（平成26年度） 2015 県教委 重要文化財　茨城県武者塚古墳出土品一括

【歴史資料】 茨城の文化財　54集（平成27年度） 2016 県教委 歴第9号　色川三中関係資料（色川文庫・色川徳治家文書・色川三中肖像画）
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－ － － －
茨城の諸職ー諸職関係民俗文化財調査報告ー 1989 県教委 8桶屋、84かすみ人形、85花火、86燈心
茨城県の民俗芸能－茨城県民俗芸能緊急調査報
告書－

1996 県教委
詳細調査：日枝神社流鏑馬、大畑のからかさ万灯、田宮ばやし、悉皆調査：田村
ばやし、沖宿囃子、上高津大杉ばやし、菅谷ばやし、神田ばやし、

茨城県の郷土民俗芸能Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ
2001・
02・04

県教委

【Ⅰ】上高津大杉ばやし、田中八幡仁羽ばやし、菅谷ばやし、からかさ万灯、田
宮ばやし、日枝神社流鏑馬、【Ⅱ】盆綱、虫送り、的ぶち、【Ⅳ】上高津大杉ば
やし、田中八幡仁羽ばやし、菅谷ばやし、田村ばやし、沖宿囃子、神田ばやし、
大畑のからかさ万灯、からかさ万灯、田宮ばやし、日枝神社流鏑馬

茨城県の祭り・行事 2010 県教委

第4章資料編：1223秋祭り、1224今泉庚申供養、1225日枝神社流鏑馬、1226八幡
神社祭礼、1227犬供養、1228日の出の祭り、1229鹿島神社祭礼、1230鹿島神社
例祭、1231鹿島八坂神社祭礼、1232香取神社祭礼、1233新嘗祭、1234川施餓
⿁、1235お浜降り、1236土浦祇園祭、1237鹿島神社祭礼、1238じゃがもこじゃ
ん、1239オバンス、1240祇園祭（田宮囃子）、1241元旦祭、1242まあかっ
しょ、1243祇園祭（お浜降り）、1244からかさ万灯、1245弥陀堂開帳、1246三
社祭（的ぶち）、1247虫送り、1248盆綱、1249初午、1250青箸祇園、1251鹿島
神社祭礼、1252庚申講、1253愛宕さんのお礼

「東日本の盆綱」総合調査報告書（茨城県篇） 2023 県教委 佐野子の盆綱
茨城の文化財　8集（昭和40・41年度） 1969 県教委 からかさ万灯
茨城の文化財　17集（昭和52年度） 1979 県教委 田宮ばやし
茨城の文化財　33集（平成5年度） 1995 県教委 無形民俗文化財31号　日枝神社流鏑馬
茨城の文化財　54集（平成27年度） 2016 県教委 東関東の盆綱
茨城の文化財　57集（平成30年度） 2019 県教委 霞ヶ浦の帆引網漁の技術
茨城の民謡　民謡緊急調査報告書 1987 県教委 76霞ヶ浦帆曳き歌、160田宮囃子（疱瘡囃子）
茨城県内の民謡に関する保存会・無形民俗文化
財の現状

1990
茨城県郷土
民謡振興会

18霞ヶ浦帆曳き歌保存会、19稲敷盆唄保存会、25田宮囃子保存会

茨城の文化財 1954 県教委 藤原藤房卿遺跡、亀城公園及び亀城櫓門
国・県指定史跡調査報告書 1979 県教委 37土浦城跡及び櫓門、58藤原藤房卿遺跡
茨城の文化財　17集（昭和52年度） 1979 県教委 上高津貝塚

茨城県歴史の道調査事業報告　古代、中世、近
世1~3

2013～15 県教委
【古代】１信太郡の駅路と伝路：土浦市域南部、土浦市域北部、６河内郡・筑波
郡の伝路：常陸国府と河内郡家を結ぶ伝路、【中世】３土浦市の鎌倉街道、【近
1】5荒川沖宿、6中村宿、7土浦宿、8中貫宿、【近３】7霞ケ浦の水運

－ － － －
茨城の文化財　2集 1958 県教委 真鍋のサクラ、亀城のシイ、亀城のやどり木
茨城の文化財　10集（昭和44・45年度） 1974 県教委 シダレザクラ
茨城の文化財　40集（平成13年度） 2004 県教委 113真鍋のサクラ、114亀城のシイ、139シダレザクラ

茨城県自然博物館第1次総合調査報告書 1998 県自然博物館
(動物)霞ヶ浦･北浦の魚類、(植物)霞ヶ浦周辺の地衣類、霞ヶ浦・鹿島灘の藻類
※ 第2次以後は該当無。

茨城県遺跡地名表 1964 県教委 77ヵ所の遺跡を登録
茨城県遺跡地名表 1970 県教委 83ヵ所の遺跡を登録

重要遺跡調査報告書Ⅰ～Ⅲ 1982～86 県教委
Ⅰ.沖宿貝塚、愛宕山古墳、后塚古墳、王塚古墳、大志戸古墳群、Ⅱ.今泉城跡、
甲山城跡、藤沢城跡、Ⅲ.高津天神古墳群、ひさご塚古墳、中内山古墳群、大日
古墳、浅間古墳、宍塚古墳群

茨城県遺跡発掘調査報告書Ⅸ（平成6・7年度） 1997 県教委

H6-56寿行地古墳、57宮前遺跡、58二又遺跡、59東山団地遺跡、60中新台遺跡、
61北西原遺跡、H7-159・160扇ノ台遺跡、161入ノ上A遺跡、162入ノ上B遺跡、
163・164六十原A遺跡、165根鹿北遺跡、166～169山川古墳群（1~4号墳）、170
北西原遺跡

茨城県遺跡発掘調査報告書Ⅹ（平成8・9年度） 1999 県教委

H8-42入ノ上A遺跡、43入ノ上B遺跡、44霞ヶ丘遺跡、45宮脇B遺跡、46扇ノ台遺
跡、47宮前遺跡、48栗山窯跡、49北西原遺跡（第5次）、弁才天遺跡、H9-150下
郷古墳群、151中居遺跡、152神出遺跡、153東出遺跡、154東谷遺跡、155三芳古
墳、156権現前遺跡、157中根遺跡、158神明遺跡（第1次）、159神明遺跡（第2
次）、160下郷古墳群、

茨城県遺跡発掘調査報告書11集（平成10～12年度） 2002 県教委
H10-38神田遺跡、H11-108内出後遺跡、H12-163いさろ遺跡、164下郷古墳群、
165土浦城跡、166谷畑遺跡

茨城県遺跡発掘調査報告第12集（平成13～15年度） 2005 県教委

H13-51阿ら地遺跡、52神明遺跡（第3次）、53土浦城跡（外丸御殿）、83岡の宮
遺跡、H14-151永国遺跡（第2次）、152神明遺跡（第4次）、153西谷津遺跡、
155土浦城跡、156鉄砲塚、157形部遺跡、179戸崎・中山遺跡、H15-256大宮前
遺跡、257土浦城跡（第3次）、258山川古墳群（第2次）、259三夜原東遺跡、
260龍善寺遺跡、261愛宕山古墳

茨城の文化財　44集（平成17年度） 2007 県教委 （調査遺跡記載なし、これ以前は遺跡記載なし
茨城の文化財　45集（平成18年度） 2008 県教委 42神明遺跡、43神立平遺跡

茨城の文化財　46集（平成19年度） 2009 県教委
47原口遺跡、48山川古墳群、133諏訪久保遺跡、134中高津西原遺跡、135愛宕山
古墳群・原田北遺跡、136谷原門C遺跡

茨城の文化財　47集（平成20年度） 2010 県教委 64谷ツ道遺跡、65永国遺跡
茨城の文化財　48集（平成21年度） 2010 県教委 46赤弥堂遺跡、47馬場先貝塚、48西宮C遺跡、49小野大道遺跡
茨城の文化財　49集（平成22年度） 2011 県教委 44赤弥堂遺跡、45小野大道遺跡、46梨の木遺跡
茨城の文化財　50集（平成23年度） 2012 県教委 44新堀東遺跡

茨城の文化財　51集（平成24年度） 2013 県教委
49下坂田中台遺跡、50下坂田貝塚、51下坂田台山古墳群、52下坂田塙台遺跡、
53坂田塙台古墳群、54土浦城跡

茨城の文化財　52集（平成25年度） 2014 県教委
44下坂田中台遺跡、45下坂田貝塚、46下高津小学校遺跡、47手野新堀遺跡、48
西谷津遺跡

茨城の文化財　53集（平成26年度） 2015 県教委
45羽黒後遺跡、46北西原遺跡（第6次）、47北西原古墳群（第6次）、48宮脇遺
跡（第2次）、49下高津小学校遺跡（第3次）、50いさろ遺跡（第2次）、
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茨城の文化財　54集（平成27年度） 2016 県教委 40坂田塙台古墳群2号墳、41吹上坪北遺跡、42五蔵遺跡
茨城の文化財　55集（平成28年度） 2017 県教委 52浅間台一字一石経塚、53籾買場遺跡、54神立遺跡、55宮西A遺跡、
茨城の文化財　56集（平成29年度） 2018 県教委 （土浦なし）
茨城の文化財　57集（平成30年度） 2019 県教委 60山王遺跡、61下高津小学校遺跡、62北西原遺跡
茨城の文化財　58集（令和元年度） 2020 県教委 53神立遺跡（第2次）54、内出後遺跡（第3次）、55后塚古墳、56永国遺跡（第4次）

茨城の文化財　59集（令和2年度） 2021 県教委 色川三中関係史料、45堂後遺跡、46后塚古墳、47小野窯跡、48藤沢山後遺跡

茨城の文化財　60集（令和3年度） 2022 県教委
38中高津西原遺跡（第2次）、39王塚古墳、40后塚古墳（第3次）、41小野窯
跡、42下坂田貝塚、43前神田遺跡、44大畑本田遺跡

土浦市烏山遺跡群 1975
茨城県住宅供

給公社
烏山遺跡

茨城県教育財団調査報告43集 1987 教育財団 五斗落遺跡、大儘遺跡、弁ノ内遺跡、原ノ内遺跡、ゴリン山遺跡、真木ノ内遺跡
茨城県教育財団調査報告57集 1990 教育財団 田宮古墳群

茨城県教育財団調査報告60集 1990 教育財団
寺家ノ後A遺跡、寺家ノ後B遺跡、十三塚A遺跡、十三塚B遺跡、永国十三塚遺
跡、旧鎌倉街道

茨城県教育財団調査報告64集 1991 教育財団 南丘遺跡、⾧峰遺跡、数光遺跡、宮塚遺跡、右籾館跡、内路地台遺跡
茨城県教育財団調査報告80集 1993 教育財団 原田北遺跡、原田西遺跡
茨城県教育財団調査報告84集 1994 教育財団 寄居遺跡、うぐいす平遺跡
茨城県教育財団調査報告94集 1995 教育財団 原出口遺跡
茨城県教育財団調査報告111集 1996 教育財団 右籾貝塚東遺跡、内路地台遺跡、念代遺跡、平坪遺跡
茨城県教育財団調査報告118集 1997 教育財団 宮前遺跡
茨城県教育財団調査報告167集 2000 教育財団 下郷古墳群
茨城県教育財団調査報告194集 2002 教育財団 矢畑遺跡
茨城県教育財団調査報告205集 2003 教育財団 岡の宮遺跡
茨城県教育財団調査報告218集 2004 教育財団 戸崎中山遺跡
茨城県教育財団調査報告310集 2009 教育財団 谷ツ道遺跡
茨城県教育財団調査報告358集 2012 教育財団 新堀東遺跡
茨城県教育財団調査報告381集 2013 教育財団 五蔵遺跡
茨城県教育財団調査報告423集 2017 教育財団 五蔵遺跡
原田遺跡群ー掘り出された茨城の弥生時代ー 1996 教育財団 原田北遺跡、原田西遺跡、西原遺跡、原出口遺跡

茨城県文化財保護計画調査研究報告 1972
茨城県・日本
観光協会

茨城の文化財と自然
大日古墳・浅間古墳、真鍋のサクラ

郷土の先人に学ぶ 1986 県教委 7沼尻墨僊
その他
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附-17 

－ － － －
茨城の諸職ー諸職関係民俗文化財調査報告ー 1989 県教委 8桶屋、84かすみ人形、85花火、86燈心
茨城県の民俗芸能－茨城県民俗芸能緊急調査報
告書－

1996 県教委
詳細調査：日枝神社流鏑馬、大畑のからかさ万灯、田宮ばやし、悉皆調査：田村
ばやし、沖宿囃子、上高津大杉ばやし、菅谷ばやし、神田ばやし、

茨城県の郷土民俗芸能Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ
2001・
02・04

県教委

【Ⅰ】上高津大杉ばやし、田中八幡仁羽ばやし、菅谷ばやし、からかさ万灯、田
宮ばやし、日枝神社流鏑馬、【Ⅱ】盆綱、虫送り、的ぶち、【Ⅳ】上高津大杉ば
やし、田中八幡仁羽ばやし、菅谷ばやし、田村ばやし、沖宿囃子、神田ばやし、
大畑のからかさ万灯、からかさ万灯、田宮ばやし、日枝神社流鏑馬

茨城県の祭り・行事 2010 県教委

第4章資料編：1223秋祭り、1224今泉庚申供養、1225日枝神社流鏑馬、1226八幡
神社祭礼、1227犬供養、1228日の出の祭り、1229鹿島神社祭礼、1230鹿島神社
例祭、1231鹿島八坂神社祭礼、1232香取神社祭礼、1233新嘗祭、1234川施餓
⿁、1235お浜降り、1236土浦祇園祭、1237鹿島神社祭礼、1238じゃがもこじゃ
ん、1239オバンス、1240祇園祭（田宮囃子）、1241元旦祭、1242まあかっ
しょ、1243祇園祭（お浜降り）、1244からかさ万灯、1245弥陀堂開帳、1246三
社祭（的ぶち）、1247虫送り、1248盆綱、1249初午、1250青箸祇園、1251鹿島
神社祭礼、1252庚申講、1253愛宕さんのお礼

「東日本の盆綱」総合調査報告書（茨城県篇） 2023 県教委 佐野子の盆綱
茨城の文化財　8集（昭和40・41年度） 1969 県教委 からかさ万灯
茨城の文化財　17集（昭和52年度） 1979 県教委 田宮ばやし
茨城の文化財　33集（平成5年度） 1995 県教委 無形民俗文化財31号　日枝神社流鏑馬
茨城の文化財　54集（平成27年度） 2016 県教委 東関東の盆綱
茨城の文化財　57集（平成30年度） 2019 県教委 霞ヶ浦の帆引網漁の技術
茨城の民謡　民謡緊急調査報告書 1987 県教委 76霞ヶ浦帆曳き歌、160田宮囃子（疱瘡囃子）
茨城県内の民謡に関する保存会・無形民俗文化
財の現状

1990
茨城県郷土
民謡振興会

18霞ヶ浦帆曳き歌保存会、19稲敷盆唄保存会、25田宮囃子保存会

茨城の文化財 1954 県教委 藤原藤房卿遺跡、亀城公園及び亀城櫓門
国・県指定史跡調査報告書 1979 県教委 37土浦城跡及び櫓門、58藤原藤房卿遺跡
茨城の文化財　17集（昭和52年度） 1979 県教委 上高津貝塚

茨城県歴史の道調査事業報告　古代、中世、近
世1~3

2013～15 県教委
【古代】１信太郡の駅路と伝路：土浦市域南部、土浦市域北部、６河内郡・筑波
郡の伝路：常陸国府と河内郡家を結ぶ伝路、【中世】３土浦市の鎌倉街道、【近
1】5荒川沖宿、6中村宿、7土浦宿、8中貫宿、【近３】7霞ケ浦の水運

－ － － －
茨城の文化財　2集 1958 県教委 真鍋のサクラ、亀城のシイ、亀城のやどり木
茨城の文化財　10集（昭和44・45年度） 1974 県教委 シダレザクラ
茨城の文化財　40集（平成13年度） 2004 県教委 113真鍋のサクラ、114亀城のシイ、139シダレザクラ

茨城県自然博物館第1次総合調査報告書 1998 県自然博物館
(動物)霞ヶ浦･北浦の魚類、(植物)霞ヶ浦周辺の地衣類、霞ヶ浦・鹿島灘の藻類
※ 第2次以後は該当無。

茨城県遺跡地名表 1964 県教委 77ヵ所の遺跡を登録
茨城県遺跡地名表 1970 県教委 83ヵ所の遺跡を登録

重要遺跡調査報告書Ⅰ～Ⅲ 1982～86 県教委
Ⅰ.沖宿貝塚、愛宕山古墳、后塚古墳、王塚古墳、大志戸古墳群、Ⅱ.今泉城跡、
甲山城跡、藤沢城跡、Ⅲ.高津天神古墳群、ひさご塚古墳、中内山古墳群、大日
古墳、浅間古墳、宍塚古墳群

茨城県遺跡発掘調査報告書Ⅸ（平成6・7年度） 1997 県教委

H6-56寿行地古墳、57宮前遺跡、58二又遺跡、59東山団地遺跡、60中新台遺跡、
61北西原遺跡、H7-159・160扇ノ台遺跡、161入ノ上A遺跡、162入ノ上B遺跡、
163・164六十原A遺跡、165根鹿北遺跡、166～169山川古墳群（1~4号墳）、170
北西原遺跡

茨城県遺跡発掘調査報告書Ⅹ（平成8・9年度） 1999 県教委

H8-42入ノ上A遺跡、43入ノ上B遺跡、44霞ヶ丘遺跡、45宮脇B遺跡、46扇ノ台遺
跡、47宮前遺跡、48栗山窯跡、49北西原遺跡（第5次）、弁才天遺跡、H9-150下
郷古墳群、151中居遺跡、152神出遺跡、153東出遺跡、154東谷遺跡、155三芳古
墳、156権現前遺跡、157中根遺跡、158神明遺跡（第1次）、159神明遺跡（第2
次）、160下郷古墳群、

茨城県遺跡発掘調査報告書11集（平成10～12年度） 2002 県教委
H10-38神田遺跡、H11-108内出後遺跡、H12-163いさろ遺跡、164下郷古墳群、
165土浦城跡、166谷畑遺跡

茨城県遺跡発掘調査報告第12集（平成13～15年度） 2005 県教委

H13-51阿ら地遺跡、52神明遺跡（第3次）、53土浦城跡（外丸御殿）、83岡の宮
遺跡、H14-151永国遺跡（第2次）、152神明遺跡（第4次）、153西谷津遺跡、
155土浦城跡、156鉄砲塚、157形部遺跡、179戸崎・中山遺跡、H15-256大宮前
遺跡、257土浦城跡（第3次）、258山川古墳群（第2次）、259三夜原東遺跡、
260龍善寺遺跡、261愛宕山古墳

茨城の文化財　44集（平成17年度） 2007 県教委 （調査遺跡記載なし、これ以前は遺跡記載なし
茨城の文化財　45集（平成18年度） 2008 県教委 42神明遺跡、43神立平遺跡

茨城の文化財　46集（平成19年度） 2009 県教委
47原口遺跡、48山川古墳群、133諏訪久保遺跡、134中高津西原遺跡、135愛宕山
古墳群・原田北遺跡、136谷原門C遺跡

茨城の文化財　47集（平成20年度） 2010 県教委 64谷ツ道遺跡、65永国遺跡
茨城の文化財　48集（平成21年度） 2010 県教委 46赤弥堂遺跡、47馬場先貝塚、48西宮C遺跡、49小野大道遺跡
茨城の文化財　49集（平成22年度） 2011 県教委 44赤弥堂遺跡、45小野大道遺跡、46梨の木遺跡
茨城の文化財　50集（平成23年度） 2012 県教委 44新堀東遺跡

茨城の文化財　51集（平成24年度） 2013 県教委
49下坂田中台遺跡、50下坂田貝塚、51下坂田台山古墳群、52下坂田塙台遺跡、
53坂田塙台古墳群、54土浦城跡

茨城の文化財　52集（平成25年度） 2014 県教委
44下坂田中台遺跡、45下坂田貝塚、46下高津小学校遺跡、47手野新堀遺跡、48
西谷津遺跡

茨城の文化財　53集（平成26年度） 2015 県教委
45羽黒後遺跡、46北西原遺跡（第6次）、47北西原古墳群（第6次）、48宮脇遺
跡（第2次）、49下高津小学校遺跡（第3次）、50いさろ遺跡（第2次）、
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茨城の文化財　54集（平成27年度） 2016 県教委 40坂田塙台古墳群2号墳、41吹上坪北遺跡、42五蔵遺跡
茨城の文化財　55集（平成28年度） 2017 県教委 52浅間台一字一石経塚、53籾買場遺跡、54神立遺跡、55宮西A遺跡、
茨城の文化財　56集（平成29年度） 2018 県教委 （土浦なし）
茨城の文化財　57集（平成30年度） 2019 県教委 60山王遺跡、61下高津小学校遺跡、62北西原遺跡
茨城の文化財　58集（令和元年度） 2020 県教委 53神立遺跡（第2次）54、内出後遺跡（第3次）、55后塚古墳、56永国遺跡（第4次）

茨城の文化財　59集（令和2年度） 2021 県教委 色川三中関係史料、45堂後遺跡、46后塚古墳、47小野窯跡、48藤沢山後遺跡

茨城の文化財　60集（令和3年度） 2022 県教委
38中高津西原遺跡（第2次）、39王塚古墳、40后塚古墳（第3次）、41小野窯
跡、42下坂田貝塚、43前神田遺跡、44大畑本田遺跡

土浦市烏山遺跡群 1975
茨城県住宅供

給公社
烏山遺跡

茨城県教育財団調査報告43集 1987 教育財団 五斗落遺跡、大儘遺跡、弁ノ内遺跡、原ノ内遺跡、ゴリン山遺跡、真木ノ内遺跡
茨城県教育財団調査報告57集 1990 教育財団 田宮古墳群

茨城県教育財団調査報告60集 1990 教育財団
寺家ノ後A遺跡、寺家ノ後B遺跡、十三塚A遺跡、十三塚B遺跡、永国十三塚遺
跡、旧鎌倉街道

茨城県教育財団調査報告64集 1991 教育財団 南丘遺跡、⾧峰遺跡、数光遺跡、宮塚遺跡、右籾館跡、内路地台遺跡
茨城県教育財団調査報告80集 1993 教育財団 原田北遺跡、原田西遺跡
茨城県教育財団調査報告84集 1994 教育財団 寄居遺跡、うぐいす平遺跡
茨城県教育財団調査報告94集 1995 教育財団 原出口遺跡
茨城県教育財団調査報告111集 1996 教育財団 右籾貝塚東遺跡、内路地台遺跡、念代遺跡、平坪遺跡
茨城県教育財団調査報告118集 1997 教育財団 宮前遺跡
茨城県教育財団調査報告167集 2000 教育財団 下郷古墳群
茨城県教育財団調査報告194集 2002 教育財団 矢畑遺跡
茨城県教育財団調査報告205集 2003 教育財団 岡の宮遺跡
茨城県教育財団調査報告218集 2004 教育財団 戸崎中山遺跡
茨城県教育財団調査報告310集 2009 教育財団 谷ツ道遺跡
茨城県教育財団調査報告358集 2012 教育財団 新堀東遺跡
茨城県教育財団調査報告381集 2013 教育財団 五蔵遺跡
茨城県教育財団調査報告423集 2017 教育財団 五蔵遺跡
原田遺跡群ー掘り出された茨城の弥生時代ー 1996 教育財団 原田北遺跡、原田西遺跡、西原遺跡、原出口遺跡

茨城県文化財保護計画調査研究報告 1972
茨城県・日本
観光協会

茨城の文化財と自然
大日古墳・浅間古墳、真鍋のサクラ

郷土の先人に学ぶ 1986 県教委 7沼尻墨僊
その他
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【土浦市による調査】
報告書名 発行年 発行機関 掲載された市域の文化財
図説　土浦市史 1966 市教委 写真と絵図を中心に土浦の歴史を開設
土浦歴史地図 1974 市教委 市史編さんに伴い収集・検討された各時代の地図・絵図等
土浦市史 1975 土浦市 市内の歴史について網羅的に収録（第1次市史編さん）
新治村の文化財 1977 新治村教委 新治地区（新治村）の指定文化財
土浦の文化財 1978 市教委 国・県・市指定文化財
土浦の歴史散歩 1985 市教委 市内の史跡・建造物・社寺などを巡るためのハンドブック
寺嶋誠斎　土浦史備考（１～５） 1989～96 市教委 1:総編・神社仏閣編、2：文芸編、3:小田氏編、4:村方編Ⅰ、5：村方編2
図説　土浦の歴史 1991 市教委 原始～現代までの土浦の歴史をテーマ的に収録
土浦の文化財 2009 市教委 国・県・市指定文化財、国認定重要美術品
図説　新治村史 1986 村教委 村内の歴史について
新治村史の研究（１～４） 1981～84 新治村史編さん委員会 村史編さんで集められた様々な資料・史料
茨城県指定文化財　土浦城址内櫓門保存修理工
事報告書

1988 市教委 県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」の櫓門解体修理記録

茨城県指定史跡　土浦城西櫓復元工事報告書 1993 市教委 県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」に復元した西櫓の復元記録
茨城県指定史跡　土浦城東櫓復元工事報告書 2001 市教委 県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」に復元した東櫓の復元記録

－ － － －
－ － － －

土浦の石仏ー新治地区編ー 2014 市教委 （新治地区）石仏、石塔など
－ － － －

土浦市史編集資料（１～25） 1967～73 市教委

1：資料、2：村方資料その1、３：土浦市の文学、4：経済資料その1、5：前澤
家文書、6：村方資料その２、７：村方資料その3、8：村方資料その4、９：村
方資料その5、10：戦国戦記集、11：戦国戦記集その2、12：村方資料その6、
13：土屋藩政資料その1、14：土屋藩政資料その2、15：古代・中世編年資料、
16：常陸志料抄、17：土屋藩政資料その３、18：近代資料その１、19:村方資料
その７、20文学篇第2、21：学問編教育編、22：土屋藩政資料その４、23:経済資
料その2、24：補遺、25：学問篇その２　教育編その２

新治村史　史料集（１～4） 1982～85 新治村史編纂室 1:古文書目録、２:燈心藺草関係、3:江戸時代の村、4:近世文書

土浦市史資料目録（１～32）
1987～
2013

市教委・博物館

1:土浦の古文書1、2:土浦の古文書2、3:土浦の古文書3上、4:土浦の古文書3下、
4:土浦の古文書4、6:土浦の古文書5、7:土浦の古文書6、8:土浦の古文書7、9:土
浦の古文書8、10:土浦の古文書9、11:土浦の古文書10、12:土浦の古文書11、13:
土浦の古文書12、14:土浦の古文書13、15:土浦の古文書14、16:土浦の古文書
15、17:土浦の古文書右籾宮本家文書他、18:土浦の古文書土浦藩士関係、20:土浦
の古文書土浦藩士関家文書、23:土浦の古文書新治地区村方文書、24:土浦の古文
書郷土資料館旧蔵他諸家文書、25:土浦の古文書土浦藩内関係資料、26:土浦の古
文書大志戸岡田家文書、27:土浦の古文書新治地区村方文書（二）、28:土浦の古
文書色川三中関係資料、29:土浦の古文書:中央矢口家文書、30:土浦の古文書飯田
地区村方文書、31:土浦の古文書近世政治関係、32:土浦の古文書沖宿地区古文書

土浦市史資料（１～3） 1988～89 市教委 1:伊勢道中日記、2:村明細帳、3:色川三中関係資料目録
⾧島尉信土浦関係著作集 2004 博物館 江戸時代の土浦藩役人⾧島尉信が記した諸記録
醤油屋仲間証文帳 2005 博物館 柴沼家蔵文書、江戸時代～大正の土浦の醤油生産
土浦市史資料　家事志色川三中日記（１～６） 2004～14 博物館 江戸時代の町人学者色川三中の日記
土浦市史資料集　⾧島尉信著作集土浦関係資料 2011 博物館 江戸時代の土浦藩役人⾧島尉信が記した諸記録を集成
土浦市史資料集　土浦の文化財関係史料集 2011 博物館 土浦市の国・県・市指定文化財、重要美術品に関する古記録
土浦市史資料　土浦関係中世史料集（上・下） 2015・19 博物館 土浦・新治地区の中世に関する古記録
土浦市史資料集　色川三中野中廼清水 2017 博物館 江戸時代の町人学者色川三中が収集した古記録
市史資料　中城町御用日記 2013 博物館 中城町個人所蔵文書（元禄～正徳）

－ － － －
わが家の紋章集 1972 新治村教委 村内の各家の家紋
土浦市史　民俗編 1980 土浦市役所 「土浦市史」（1975）の別冊民俗編
山ノ荘の民俗・日枝神社の流鏑馬祭 2014 市立博物館 日枝神社の流鏑馬祭　ほか
「大畑のからかさ万灯」総合調査報告書 2017 市教委 大畑のからかさ万灯
 藤沢・斗利出の民俗ー桜川左岸の低地・台地の
環境と暮らしー

2018 市立博物館
 藤沢・斗利出地区の儀式・年中行事・信仰、大畑のからかさ万灯、田宮ばやし
ほか

国指定史跡上高津貝塚＜上高津貝塚ふるさと歴
史の広場＞整備事業報告書

1996 市教委 上高津貝塚

－ － － －

－ － － －

土浦の歴史的町並整備再生策定調査報告書　土
浦まちづくり

1983 土浦市 中城・本町地区

土浦市都市景観整備基本計画策定調査　水の都
自然・歴史・生活の景観づくり

1992 土浦市 市内全域対象

土浦市都市景観整備基本計画策定調査　旧城下
町とその周辺

1993 土浦市 土浦城跡範囲及び下高津・真鍋の水戸街道周辺

土浦市景観形成計画策定調査報告書 2006 土浦市 県史跡土浦城跡（亀城公園）及び中城地区
土浦の町並ー伝統的建造物群調査概要ー 1979 市教委 下高津～真鍋間の伝統的建造物

種別

文化財全般

有
形
文
化
財

建造物

絵画
彫刻

工芸品
書跡

古文書

無形文化財

民俗文化財

記
念
物

遺跡地（史跡）

名勝地（名勝）

動物、植物、
地質鉱物

（天然記念物）

文化的景観

伝統的建造物群
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殿里台及び常名台遺跡調査報告書 1973 市教委 殿里台古墳、山川古墳群
池の台遺跡調査報告 1981 市教委・調査会 池の台遺跡
下郷古墳発掘調査報告書 1981 市教委・他 －
土浦市埋蔵文化財包蔵地分布調査報告書＜調整
区域編＞

1983 市教委

土浦の遺跡ー埋蔵文化財包蔵地ー 1984 市教委 －
武者塚古墳 1986 新治村教委 武者塚古墳、武具八幡古墳(坂田塙台2号墳）
般若寺遺跡（西屋敷地内）・竜王山古墳　般若
寺遺跡（宍塚小学校地内）発掘調査概報

1987 市教委 般若寺遺跡、竜王山古墳

向原遺跡ー茨城県土浦市向原遺跡発掘調査報告
書ー

1987 市教委・調査会 向原遺跡

烏山遺跡 1988 市教委 烏山遺跡
国指定史跡上高津貝塚発掘調査報告書 1989 市教委 上高津貝塚
土浦市嵩久保一里塚発掘調査報告書 1989 市教委 嵩久保一里塚
木田余台-調査概報- 1989 市教委 籾買場遺跡、御霊遺跡、東台遺跡、東台古墳群、宝積遺跡
茨城県指定史跡　土浦城址発掘調査報告書 1989 市教委 土浦城跡
土浦市木田余台遺跡群　籾買場遺跡・御霊遺跡　
埋蔵文化財発掘調査概要

1991 調査会 籾買場遺跡、御霊遺跡

木田余台Ⅰ 1991 市教委・調査会 一丁田台東遺跡、籾買場遺跡、御霊遺跡、東台遺跡、東台古墳群、宝積遺跡
井戸山遺跡確認調査報告書 1991 市教委・調査会 井戸山遺跡
八幡下遺跡発掘調査報告書 1991 市教委・調査会 八幡下遺跡
国指定史跡上高津貝塚の発掘 1992 市教委・調査会 上高津貝塚
本郷原山五反田遺跡 1993 新治村・調査会 本郷原山五反田遺跡
国指定史跡上高津貝塚A地点 1994 市教委 上高津貝塚

寿行地古墳発掘調査報告書 1995 土浦・出島合同
遺跡調査会

寿行地古墳

栁沢・養老田・寿行地北遺跡発掘調査報告書 1996 土浦・出島合同
遺跡調査会

養老田・寿行地北遺跡

土浦市養老田遺跡 1996 土浦・出島合同
遺跡調査会

養老田遺跡

土浦市中村西根地内中新台遺跡発掘調査報告書 1996 市教委・調査会 中新台遺跡
東山団地遺跡 1996 市教委・調査会 東山団地遺跡
六十原A遺跡 1996 市教委・調査会 六十原A遺跡
入ノ上遺跡 1997 市教委・調査会 入ノ上A遺跡、入ノ上B遺跡
根鹿北遺跡　栗山窯跡 1997 市教委・調査会 根鹿北遺跡　栗山窯跡
三夜原東遺跡　新堀東遺跡　壱杯清水西遺跡　 1997 市教委・調査会 三夜原東遺跡　新堀東遺跡　壱杯清水西遺跡
⾧峯遺跡 1997 市教委・調査会 ⾧峯遺跡
石橋南遺跡 1997 市教委・調査会 石橋南遺跡
前原遺跡群　東原観音塚 1998 市教委・調査会 東原遺跡、前谷東遺跡、前谷西遺跡、東原観音塚
六十塚遺跡 1988 市教委・調査会 六十塚遺跡
土浦城二の丸・本丸試掘調査　発掘調査報告書 1998 市教委 土浦城跡
三芳古墳　東谷遺跡（2次） 1998 市教委・調査会 三芳古墳、東谷遺跡
神明遺跡（第1次・第2次調査） 1998 市教委・調査会 神明遺跡
神田遺跡 1999 市教委・調査会 神田遺跡
尻冷南遺跡 1999 市教委・調査会 尻冷南遺跡
谷原門遺跡C地点発掘調査報告書 1999 市教委・調査会 谷原門遺跡C地点
扇ノ台遺跡　古代編 1999 市教委・調査会 扇ノ台遺跡
東出・神出・中居遺跡 1999 市教委・調査会 東出遺跡、神出遺跡、中居遺跡
田宮梶の宮遺跡 2000 新治村教委・調査会・

山武考古学研究所 田宮梶の宮遺跡

いさろ遺跡 2001 市教委・調査会 いさろ遺跡
下郷遺跡　下郷古墳群 2001 市教委・調査会 下郷遺跡、下郷古墳群

高崎山古墳群西支群第2号墳・第3号墳 2001 新治村教委・山
武考古学研究所

高崎山2号墳・3号墳

史跡　土浦城跡 2002 市教委・調査会 土浦城跡
阿ら地遺跡 2002 市教委・調査会 阿ら地遺跡
永国遺跡（第2次調査） 2002 市教委・調査会 永国遺跡
二又遺跡 2002 市教委・調査会 二又遺跡
木田余台Ⅱ 2002 市教委・調査会 一丁田台東遺跡、籾買場遺跡、御霊遺跡、東台遺跡、東台古墳群、宝積遺跡
六十原遺跡 2003 市教委・調査会 六十原遺跡
常名台遺跡群確認調査 神明遺跡（第3次調査） 2003 市教委・調査会 神明遺跡、北西原遺跡、山川古墳群
山川古墳群確認調査　西谷津遺跡　北西原遺跡
（第6次調査）　神明遺跡（第4次調査）

2003 市教委・調査会 山川古墳群、西谷津遺跡、北西原遺跡、北西原古墳群、神明遺跡

史跡　土浦城跡Ⅱ 2004 市教委・調査会 土浦城跡
北西原遺跡（第1次調査） 2004 市教委・調査会 北西原遺跡、北西原古墳群
北西原遺跡（第3次・第4次調査）　山川古墳群
（第1次調査）

2004 市教委・調査会 北西原遺跡、山川古墳群

山川古墳群（第2次調査） 2004 市教委・調査会 山川古墳群
大宮前遺跡 2004 市教委・調査会 大宮前遺跡
形部遺跡 2005 市教委・調査会 形部遺跡
神明遺跡（第5次調査） 2005 市教委・調査会 神明遺跡
弁才天遺跡　北西原遺跡（第5次調査） 2006 市教委・調査会 弁才天遺跡、北西原遺跡、北西原古墳群
国指定史跡上高津貝塚C地点 2006 市教委 上高津貝塚
龍善寺遺跡 2006 市教委・調査会 龍善寺遺跡
尻替遺跡 2007 市教委・調査会 尻替遺跡
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【土浦市による調査】
報告書名 発行年 発行機関 掲載された市域の文化財
図説　土浦市史 1966 市教委 写真と絵図を中心に土浦の歴史を開設
土浦歴史地図 1974 市教委 市史編さんに伴い収集・検討された各時代の地図・絵図等
土浦市史 1975 土浦市 市内の歴史について網羅的に収録（第1次市史編さん）
新治村の文化財 1977 新治村教委 新治地区（新治村）の指定文化財
土浦の文化財 1978 市教委 国・県・市指定文化財
土浦の歴史散歩 1985 市教委 市内の史跡・建造物・社寺などを巡るためのハンドブック
寺嶋誠斎　土浦史備考（１～５） 1989～96 市教委 1:総編・神社仏閣編、2：文芸編、3:小田氏編、4:村方編Ⅰ、5：村方編2
図説　土浦の歴史 1991 市教委 原始～現代までの土浦の歴史をテーマ的に収録
土浦の文化財 2009 市教委 国・県・市指定文化財、国認定重要美術品
図説　新治村史 1986 村教委 村内の歴史について
新治村史の研究（１～４） 1981～84 新治村史編さん委員会 村史編さんで集められた様々な資料・史料
茨城県指定文化財　土浦城址内櫓門保存修理工
事報告書

1988 市教委 県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」の櫓門解体修理記録

茨城県指定史跡　土浦城西櫓復元工事報告書 1993 市教委 県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」に復元した西櫓の復元記録
茨城県指定史跡　土浦城東櫓復元工事報告書 2001 市教委 県指定史跡「土浦城跡及び櫓門」に復元した東櫓の復元記録

－ － － －
－ － － －

土浦の石仏ー新治地区編ー 2014 市教委 （新治地区）石仏、石塔など
－ － － －

土浦市史編集資料（１～25） 1967～73 市教委

1：資料、2：村方資料その1、３：土浦市の文学、4：経済資料その1、5：前澤
家文書、6：村方資料その２、７：村方資料その3、8：村方資料その4、９：村
方資料その5、10：戦国戦記集、11：戦国戦記集その2、12：村方資料その6、
13：土屋藩政資料その1、14：土屋藩政資料その2、15：古代・中世編年資料、
16：常陸志料抄、17：土屋藩政資料その３、18：近代資料その１、19:村方資料
その７、20文学篇第2、21：学問編教育編、22：土屋藩政資料その４、23:経済資
料その2、24：補遺、25：学問篇その２　教育編その２

新治村史　史料集（１～4） 1982～85 新治村史編纂室 1:古文書目録、２:燈心藺草関係、3:江戸時代の村、4:近世文書

土浦市史資料目録（１～32）
1987～
2013

市教委・博物館

1:土浦の古文書1、2:土浦の古文書2、3:土浦の古文書3上、4:土浦の古文書3下、
4:土浦の古文書4、6:土浦の古文書5、7:土浦の古文書6、8:土浦の古文書7、9:土
浦の古文書8、10:土浦の古文書9、11:土浦の古文書10、12:土浦の古文書11、13:
土浦の古文書12、14:土浦の古文書13、15:土浦の古文書14、16:土浦の古文書
15、17:土浦の古文書右籾宮本家文書他、18:土浦の古文書土浦藩士関係、20:土浦
の古文書土浦藩士関家文書、23:土浦の古文書新治地区村方文書、24:土浦の古文
書郷土資料館旧蔵他諸家文書、25:土浦の古文書土浦藩内関係資料、26:土浦の古
文書大志戸岡田家文書、27:土浦の古文書新治地区村方文書（二）、28:土浦の古
文書色川三中関係資料、29:土浦の古文書:中央矢口家文書、30:土浦の古文書飯田
地区村方文書、31:土浦の古文書近世政治関係、32:土浦の古文書沖宿地区古文書

土浦市史資料（１～3） 1988～89 市教委 1:伊勢道中日記、2:村明細帳、3:色川三中関係資料目録
⾧島尉信土浦関係著作集 2004 博物館 江戸時代の土浦藩役人⾧島尉信が記した諸記録
醤油屋仲間証文帳 2005 博物館 柴沼家蔵文書、江戸時代～大正の土浦の醤油生産
土浦市史資料　家事志色川三中日記（１～６） 2004～14 博物館 江戸時代の町人学者色川三中の日記
土浦市史資料集　⾧島尉信著作集土浦関係資料 2011 博物館 江戸時代の土浦藩役人⾧島尉信が記した諸記録を集成
土浦市史資料集　土浦の文化財関係史料集 2011 博物館 土浦市の国・県・市指定文化財、重要美術品に関する古記録
土浦市史資料　土浦関係中世史料集（上・下） 2015・19 博物館 土浦・新治地区の中世に関する古記録
土浦市史資料集　色川三中野中廼清水 2017 博物館 江戸時代の町人学者色川三中が収集した古記録
市史資料　中城町御用日記 2013 博物館 中城町個人所蔵文書（元禄～正徳）

－ － － －
わが家の紋章集 1972 新治村教委 村内の各家の家紋
土浦市史　民俗編 1980 土浦市役所 「土浦市史」（1975）の別冊民俗編
山ノ荘の民俗・日枝神社の流鏑馬祭 2014 市立博物館 日枝神社の流鏑馬祭　ほか
「大畑のからかさ万灯」総合調査報告書 2017 市教委 大畑のからかさ万灯
 藤沢・斗利出の民俗ー桜川左岸の低地・台地の
環境と暮らしー

2018 市立博物館
 藤沢・斗利出地区の儀式・年中行事・信仰、大畑のからかさ万灯、田宮ばやし
ほか

国指定史跡上高津貝塚＜上高津貝塚ふるさと歴
史の広場＞整備事業報告書

1996 市教委 上高津貝塚

－ － － －

－ － － －

土浦の歴史的町並整備再生策定調査報告書　土
浦まちづくり

1983 土浦市 中城・本町地区

土浦市都市景観整備基本計画策定調査　水の都
自然・歴史・生活の景観づくり

1992 土浦市 市内全域対象

土浦市都市景観整備基本計画策定調査　旧城下
町とその周辺

1993 土浦市 土浦城跡範囲及び下高津・真鍋の水戸街道周辺

土浦市景観形成計画策定調査報告書 2006 土浦市 県史跡土浦城跡（亀城公園）及び中城地区
土浦の町並ー伝統的建造物群調査概要ー 1979 市教委 下高津～真鍋間の伝統的建造物

種別

文化財全般

有
形
文
化
財

建造物

絵画
彫刻

工芸品
書跡

古文書

無形文化財

民俗文化財

記
念
物

遺跡地（史跡）

名勝地（名勝）

動物、植物、
地質鉱物

（天然記念物）

文化的景観

伝統的建造物群
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殿里台及び常名台遺跡調査報告書 1973 市教委 殿里台古墳、山川古墳群
池の台遺跡調査報告 1981 市教委・調査会 池の台遺跡
下郷古墳発掘調査報告書 1981 市教委・他 －
土浦市埋蔵文化財包蔵地分布調査報告書＜調整
区域編＞

1983 市教委

土浦の遺跡ー埋蔵文化財包蔵地ー 1984 市教委 －
武者塚古墳 1986 新治村教委 武者塚古墳、武具八幡古墳(坂田塙台2号墳）
般若寺遺跡（西屋敷地内）・竜王山古墳　般若
寺遺跡（宍塚小学校地内）発掘調査概報

1987 市教委 般若寺遺跡、竜王山古墳

向原遺跡ー茨城県土浦市向原遺跡発掘調査報告
書ー

1987 市教委・調査会 向原遺跡

烏山遺跡 1988 市教委 烏山遺跡
国指定史跡上高津貝塚発掘調査報告書 1989 市教委 上高津貝塚
土浦市嵩久保一里塚発掘調査報告書 1989 市教委 嵩久保一里塚
木田余台-調査概報- 1989 市教委 籾買場遺跡、御霊遺跡、東台遺跡、東台古墳群、宝積遺跡
茨城県指定史跡　土浦城址発掘調査報告書 1989 市教委 土浦城跡
土浦市木田余台遺跡群　籾買場遺跡・御霊遺跡　
埋蔵文化財発掘調査概要

1991 調査会 籾買場遺跡、御霊遺跡

木田余台Ⅰ 1991 市教委・調査会 一丁田台東遺跡、籾買場遺跡、御霊遺跡、東台遺跡、東台古墳群、宝積遺跡
井戸山遺跡確認調査報告書 1991 市教委・調査会 井戸山遺跡
八幡下遺跡発掘調査報告書 1991 市教委・調査会 八幡下遺跡
国指定史跡上高津貝塚の発掘 1992 市教委・調査会 上高津貝塚
本郷原山五反田遺跡 1993 新治村・調査会 本郷原山五反田遺跡
国指定史跡上高津貝塚A地点 1994 市教委 上高津貝塚

寿行地古墳発掘調査報告書 1995 土浦・出島合同
遺跡調査会

寿行地古墳

栁沢・養老田・寿行地北遺跡発掘調査報告書 1996 土浦・出島合同
遺跡調査会

養老田・寿行地北遺跡

土浦市養老田遺跡 1996 土浦・出島合同
遺跡調査会

養老田遺跡

土浦市中村西根地内中新台遺跡発掘調査報告書 1996 市教委・調査会 中新台遺跡
東山団地遺跡 1996 市教委・調査会 東山団地遺跡
六十原A遺跡 1996 市教委・調査会 六十原A遺跡
入ノ上遺跡 1997 市教委・調査会 入ノ上A遺跡、入ノ上B遺跡
根鹿北遺跡　栗山窯跡 1997 市教委・調査会 根鹿北遺跡　栗山窯跡
三夜原東遺跡　新堀東遺跡　壱杯清水西遺跡　 1997 市教委・調査会 三夜原東遺跡　新堀東遺跡　壱杯清水西遺跡
⾧峯遺跡 1997 市教委・調査会 ⾧峯遺跡
石橋南遺跡 1997 市教委・調査会 石橋南遺跡
前原遺跡群　東原観音塚 1998 市教委・調査会 東原遺跡、前谷東遺跡、前谷西遺跡、東原観音塚
六十塚遺跡 1988 市教委・調査会 六十塚遺跡
土浦城二の丸・本丸試掘調査　発掘調査報告書 1998 市教委 土浦城跡
三芳古墳　東谷遺跡（2次） 1998 市教委・調査会 三芳古墳、東谷遺跡
神明遺跡（第1次・第2次調査） 1998 市教委・調査会 神明遺跡
神田遺跡 1999 市教委・調査会 神田遺跡
尻冷南遺跡 1999 市教委・調査会 尻冷南遺跡
谷原門遺跡C地点発掘調査報告書 1999 市教委・調査会 谷原門遺跡C地点
扇ノ台遺跡　古代編 1999 市教委・調査会 扇ノ台遺跡
東出・神出・中居遺跡 1999 市教委・調査会 東出遺跡、神出遺跡、中居遺跡
田宮梶の宮遺跡 2000 新治村教委・調査会・

山武考古学研究所 田宮梶の宮遺跡

いさろ遺跡 2001 市教委・調査会 いさろ遺跡
下郷遺跡　下郷古墳群 2001 市教委・調査会 下郷遺跡、下郷古墳群

高崎山古墳群西支群第2号墳・第3号墳 2001 新治村教委・山
武考古学研究所

高崎山2号墳・3号墳

史跡　土浦城跡 2002 市教委・調査会 土浦城跡
阿ら地遺跡 2002 市教委・調査会 阿ら地遺跡
永国遺跡（第2次調査） 2002 市教委・調査会 永国遺跡
二又遺跡 2002 市教委・調査会 二又遺跡
木田余台Ⅱ 2002 市教委・調査会 一丁田台東遺跡、籾買場遺跡、御霊遺跡、東台遺跡、東台古墳群、宝積遺跡
六十原遺跡 2003 市教委・調査会 六十原遺跡
常名台遺跡群確認調査 神明遺跡（第3次調査） 2003 市教委・調査会 神明遺跡、北西原遺跡、山川古墳群
山川古墳群確認調査　西谷津遺跡　北西原遺跡
（第6次調査）　神明遺跡（第4次調査）

2003 市教委・調査会 山川古墳群、西谷津遺跡、北西原遺跡、北西原古墳群、神明遺跡

史跡　土浦城跡Ⅱ 2004 市教委・調査会 土浦城跡
北西原遺跡（第1次調査） 2004 市教委・調査会 北西原遺跡、北西原古墳群
北西原遺跡（第3次・第4次調査）　山川古墳群
（第1次調査）

2004 市教委・調査会 北西原遺跡、山川古墳群

山川古墳群（第2次調査） 2004 市教委・調査会 山川古墳群
大宮前遺跡 2004 市教委・調査会 大宮前遺跡
形部遺跡 2005 市教委・調査会 形部遺跡
神明遺跡（第5次調査） 2005 市教委・調査会 神明遺跡
弁才天遺跡　北西原遺跡（第5次調査） 2006 市教委・調査会 弁才天遺跡、北西原遺跡、北西原古墳群
国指定史跡上高津貝塚C地点 2006 市教委 上高津貝塚
龍善寺遺跡 2006 市教委・調査会 龍善寺遺跡
尻替遺跡 2007 市教委・調査会 尻替遺跡
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中高津西原遺跡 2007 市教委・調査会 中高津西原遺跡

谷原門遺跡C地点（第2次調査） 2007 市教委・山武考
古学研究所

谷原門遺跡C地点

諏訪窪遺跡 2007 市教委・調査会 諏訪窪遺跡
山川古墳群（第3次調査） 2007 市教委・調査会 山川古墳群
永国遺跡（第3次調査） 2009 市教委・調査会 永国遺跡
八幡脇遺跡 2009 市教委・調査会 八幡脇遺跡
中根遺跡 2009 市教委・調査会 中根遺跡
神立平遺跡 2009 市教委・調査会 神立平遺跡

赤弥堂遺跡（東地区） 2009
市教委・(有)勾玉

工房Mogi 赤弥堂遺跡

赤弥堂遺跡（中央地区） 2010
市教委・(有)勾玉

工房Mogi 赤弥堂遺跡

小野大道西遺跡（第2次調査） 2010
市教委・調査

会・(株)東京航業
研究所

小野大道西遺跡

赤弥堂遺跡（西地区） 2011 市教委・(有)勾玉
工房Mogi

赤弥堂遺跡

浅間塚西遺跡　房谷遺跡　内出後遺跡（第1次調査） 2011 市教委・調査会 浅間塚西遺跡　房谷遺跡　内出後遺跡
小松貝塚 2012 市教委・調査会 小松貝塚
東谷遺跡（第1次調査） 2013 市教委・調査会 東谷遺跡

下高津小学校遺跡 2013 市教委・(有)毛
野考古学研究所

下高津小学校遺跡

坂田台山古墳群　下坂田中台遺跡　下坂田貝塚 2013 市教委・(有)毛
野考古学研究所

坂田台山古墳群、下坂田中台遺跡、下坂田貝塚

下坂田塙台遺跡　坂田塙台古墳群 2013 市教委・(有)勾
玉工房Mogi

下坂田塙台遺跡　坂田塙台古墳群

下坂田中台遺跡 2014
市・市教委・

(株)東京航業研
究所

下坂田中台遺跡

籾買場遺跡（第2次調査） 2016 市教委 籾買場遺跡
神立遺跡 2018 市教委 神立遺跡
浅間台一字一石経塚・宮西A遺跡・北西原遺跡
（第8次）

2020 市教委 浅間台一字一石経塚・宮西A遺跡・北西原遺跡（第8次）

堂後遺跡 2021 市教委 堂後遺跡
小野窯跡 2022 市教委 小野窯跡
神立遺跡（第2次調査） 2022 市教委 神立遺跡
令和3年度土浦市内遺跡発掘調査報告書 2023 市教委 大畑本田遺跡（第2次）・下高津小学校遺跡（第5次）・形部遺跡（第2次）
前神田遺跡（第1次）・大畑本田遺跡（第1次） 2023 市教委 前神田遺跡（第1次）・大畑本田遺跡（第1次）
前神田遺跡 2023 地域文化財研究所 前神田遺跡

王塚古墳・后塚古墳 2023
市教委・

筑波大学考古
学研究室

王塚古墳・后塚古墳

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報8号 2003 上高津貝塚 土浦城跡（外丸御殿）（第2次）
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報10号 2005 上高津貝塚 愛宕山古墳・愛宕山1号墳、中央一丁目発見遺構、土浦城外丸跡出土遺物
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報11号 2005 上高津貝塚 五斗落遺跡出土灰釉陶器
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報12号 2007 上高津貝塚 原口遺跡、法泉寺古墳群・五蔵遺跡、原田西遺跡出土高杯
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報13号 2007 上高津貝塚 愛宕山古墳群・原田北遺跡、中高津古墳、右籾遺跡
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報14号 2008 上高津貝塚 五蔵遺跡、宍塚5号墳採集資料
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報15号 2010 上高津貝塚 宮西C遺跡、小野大道西遺跡、木田余字中城出土和鏡
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報16号 2011 上高津貝塚 梨の木遺跡

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報17号 2011 上高津貝塚
赤弥堂遺跡（南地区）、小野裏山窯跡採集資料、扇の台遺跡出土玦状耳飾、籾買
場遺跡出土旧石器

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報18号 2013 上高津貝塚
霞ヶ浦沿岸貝塚研究、扇の台遺跡の旧石器時代資料、永国地内出土縄文時代資
料、田土部広畑遺跡出土須恵器甕、東城寺周辺出土資料

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報19号 2014 上高津貝塚 武者塚古墳出土の経錦、新堀遺跡、般若寺跡出土中世瓦、法雲寺

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報20号 2015 上高津貝塚
土浦市における更新世終末期から完新世初頭石器群、土浦城二ノ丸出土近現代の
貝釦未成品、いさろ遺跡（第2次）、法雲寺、下高津小学校前遺跡（第3次）

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報21号 2016 上高津貝塚
新治窯跡群採集資料、近代土浦の色川氏陶製醤油瓶、吹上坪北遺跡、上高津貝塚
周辺、法雲寺

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報22号 2017 上高津貝塚 上高津貝塚周辺、法雲寺
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報23号 2018 上高津貝塚 上高津貝塚周辺、法雲寺、旧新治村所蔵伏鐘
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報24号 2019 上高津貝塚 山王遺跡、市内中世城館跡出土資料
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報25号 2020 上高津貝塚 新治窯跡群、一丁田台遺跡、高岡根出土の取瓶

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報26号 2020 上高津貝塚
新治窯跡群、下坂田貝塚、藤沢山後遺跡、東城寺出土軒丸瓦、土浦城外丸御殿跡
出土の陶磁器

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報27号 2021 上高津貝塚
新治窯跡群、下坂田貝塚、中高津西原遺跡（第2次）、田宮採集の瓦塔及び緑釉
陶器皿

上高津貝塚ふるさと歴史の広場年報28号 2022 上高津貝塚 （掲載なし）
文化財の保存技術 － － － －

町の科学者　沼尻墨僊 1983 市教委 江戸時代の町人学者沼尻墨僊
土浦町内誌 1989 土浦市 （旧土浦市分）各町内別の歴史など
 土浦の洪水記録 2009 博物館  近世～近代の土浦の洪水の記録
人々の暮らしと戦中・戦後 2019 博物館 市内在住・通勤者などの戦争体験
戦争の記憶マップ 2021 博物館 「人々の暮らしと戦中・戦後」で採録された場所など
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【その他の調査記録等】
報告書名 発行年 調査者 掲載された市域の文化財等

にいはり物語 2010 本堂清 新治地区の歴史や伝承
ふるさとの住まい探訪　茨城の民家１農家編
２町屋編　３集落編

1992・
93・94

茨城新聞
【１】富岡家住宅、前野家住宅　【２】矢口家住宅、吾妻庵本店、尾形徳兵衛
宅、土浦の土蔵造り、商家の食事　【3】土浦

茨城県に現存する茅葺き民家の屋根葺き技術に関する一考
察　民家の現地調査と茅葺き職人への聞き込みを中心とし
て

2018 塚本留加 冨岡家住宅、前野家住宅

－ － － －
－ － － －

土浦の石仏 1985 愛護の会 石仏、石塔など
－ － － －
－ － － －

土浦の句碑・歌碑 1998 愛護の会 句碑、歌碑
－ － － －

民話100話　土浦ものがたり 1980 本堂清 土浦地域の民話など
絵と伝聞土浦の里 1981 佐賀進・純一 土浦の人の諸職、町の風景など
土浦のむかし話（１～４集） 1988～96 愛護の会 各地区の昔話を採録
新治村の昔ばなし 1990 仲田安夫 新治地区の昔話
土浦の方言・続土浦の方言 1997・2004 愛護の会 郷土に伝わる方言を採録
土浦の民話（上・下） 2005 岡部智子 土浦市内の民話

－ － － －

－ － － －

みどりの文化財つちうら 1992 愛護の会 土浦市を代表する樹木99種

樹木ガイドマップ 1996 愛護の会
土浦市(23)、阿見町(20)、牛久市(10)、新治村(11)、出島村(14)の名木を紹介。
愛護の会20周年記念

土浦のサクラ譜 2000 愛護の会 旧土浦市域のサクラ(ソメイヨシノ以外)33本を紹介、市政施行60周年記念
改訂版　市を代表する樹木 2002 愛護の会 25周年記念事業、『みどりの文化財つちうら』一覧表の改訂版

土浦の並木と名木マップ 2008 愛護の会
創立30周年記念、合併後の土浦(45)・新治地区(6)の並木と名木(土浦22、新治9)
を紹介。

みどりの文化財つちうら
 - 新治地区の樹木-

2019 愛護の会 新治地区を代表する樹木63件を紹介

スケッチで綴るふるさと土浦 1974 佐賀進・純一 近代の土浦の景観
－ － － －

塚山古墳調査報告 1967 國學院大學 （塚山古墳）坂田台山1号墳
常陸宍塚 1971 國學院大學 宍塚古墳群1・5・6号墳
土浦市舟塚山二号墳調査概報 1983 茨城大学 田村舟塚古墳群2号墳
土浦市舟塚2号墳（D-59）の調査 1983 茨城大学 田村舟塚古墳群2・3号墳
扇ノ台遺跡　発掘調査速報概要書 1997 山武考古学研究所 扇ノ台遺跡
土浦市武具八幡古墳の発掘調査 2016 筑波大学 （武具八幡古墳）坂田塙台2号墳
土浦市坂田塙台古墳群の測量調査及び地中レー
ダー探査

2016 筑波大学 坂田塙台古墳群3・4・5・6号墳

土浦市后塚古墳の発掘調査　―2018・2019年度
調査の概要―

2021 筑波大学 后塚古墳

図説　茨城の城郭 2006 茨城城郭研究会 53土浦城、54藤沢城
続　図説　茨城の城郭 2017 茨城城郭研究会 99甲山城と周辺の城館、100永井城、101常名城、102木田余城

－ － － －
ふるさとの想い出　写真集明治・大正・昭和土浦 1980 国書刊行会 土浦の明治・大正・昭和の古写真
旧中家村史 1986 青木光行 旧中家村の歴史
土浦市内史跡文化財めぐりの栞 1988 土浦ユネスコ協会 土浦市内の主要な史跡などを英文で解説
むかしの写真土浦 1990 愛護の会 古写真
沼尻墨僊 1997 愛護の会 江戸時代の町人学者沼尻墨僊
ふるさと土浦自慢百選 2002 観光物産課 市制施行６０周年記念「ふるさと土浦自慢百選」事業をまとめたもの。
土浦まち歩き学ガイドブック 2011 観光協会 土浦の魅力を再発見する文化・歴史・自然・産業・観光

※愛護の会：土浦市文化財愛護の会
　観光協会：（社）土浦市観光協会

種別
文化財全般

伝統的建造物群

絵画
彫刻

工芸品
書跡

民俗文化財

無形文化財

有
形
文
化
財

歴史資料

文化的景観

記
念
物

遺跡地
（史跡）

名勝地
（名勝）

動物、植物、地質鉱物
（天然記念物）

建造物

古文書

文化財の保存技術
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中高津西原遺跡 2007 市教委・調査会 中高津西原遺跡

谷原門遺跡C地点（第2次調査） 2007 市教委・山武考
古学研究所

谷原門遺跡C地点

諏訪窪遺跡 2007 市教委・調査会 諏訪窪遺跡
山川古墳群（第3次調査） 2007 市教委・調査会 山川古墳群
永国遺跡（第3次調査） 2009 市教委・調査会 永国遺跡
八幡脇遺跡 2009 市教委・調査会 八幡脇遺跡
中根遺跡 2009 市教委・調査会 中根遺跡
神立平遺跡 2009 市教委・調査会 神立平遺跡

赤弥堂遺跡（東地区） 2009
市教委・(有)勾玉

工房Mogi 赤弥堂遺跡

赤弥堂遺跡（中央地区） 2010
市教委・(有)勾玉

工房Mogi 赤弥堂遺跡

小野大道西遺跡（第2次調査） 2010
市教委・調査

会・(株)東京航業
研究所

小野大道西遺跡

赤弥堂遺跡（西地区） 2011 市教委・(有)勾玉
工房Mogi

赤弥堂遺跡

浅間塚西遺跡　房谷遺跡　内出後遺跡（第1次調査） 2011 市教委・調査会 浅間塚西遺跡　房谷遺跡　内出後遺跡
小松貝塚 2012 市教委・調査会 小松貝塚
東谷遺跡（第1次調査） 2013 市教委・調査会 東谷遺跡

下高津小学校遺跡 2013 市教委・(有)毛
野考古学研究所

下高津小学校遺跡

坂田台山古墳群　下坂田中台遺跡　下坂田貝塚 2013 市教委・(有)毛
野考古学研究所

坂田台山古墳群、下坂田中台遺跡、下坂田貝塚

下坂田塙台遺跡　坂田塙台古墳群 2013 市教委・(有)勾
玉工房Mogi

下坂田塙台遺跡　坂田塙台古墳群

下坂田中台遺跡 2014
市・市教委・

(株)東京航業研
究所

下坂田中台遺跡

籾買場遺跡（第2次調査） 2016 市教委 籾買場遺跡
神立遺跡 2018 市教委 神立遺跡
浅間台一字一石経塚・宮西A遺跡・北西原遺跡
（第8次）

2020 市教委 浅間台一字一石経塚・宮西A遺跡・北西原遺跡（第8次）

堂後遺跡 2021 市教委 堂後遺跡
小野窯跡 2022 市教委 小野窯跡
神立遺跡（第2次調査） 2022 市教委 神立遺跡
令和3年度土浦市内遺跡発掘調査報告書 2023 市教委 大畑本田遺跡（第2次）・下高津小学校遺跡（第5次）・形部遺跡（第2次）
前神田遺跡（第1次）・大畑本田遺跡（第1次） 2023 市教委 前神田遺跡（第1次）・大畑本田遺跡（第1次）
前神田遺跡 2023 地域文化財研究所 前神田遺跡

王塚古墳・后塚古墳 2023
市教委・

筑波大学考古
学研究室

王塚古墳・后塚古墳

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報8号 2003 上高津貝塚 土浦城跡（外丸御殿）（第2次）
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報10号 2005 上高津貝塚 愛宕山古墳・愛宕山1号墳、中央一丁目発見遺構、土浦城外丸跡出土遺物
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報11号 2005 上高津貝塚 五斗落遺跡出土灰釉陶器
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報12号 2007 上高津貝塚 原口遺跡、法泉寺古墳群・五蔵遺跡、原田西遺跡出土高杯
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報13号 2007 上高津貝塚 愛宕山古墳群・原田北遺跡、中高津古墳、右籾遺跡
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報14号 2008 上高津貝塚 五蔵遺跡、宍塚5号墳採集資料
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報15号 2010 上高津貝塚 宮西C遺跡、小野大道西遺跡、木田余字中城出土和鏡
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報16号 2011 上高津貝塚 梨の木遺跡

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報17号 2011 上高津貝塚
赤弥堂遺跡（南地区）、小野裏山窯跡採集資料、扇の台遺跡出土玦状耳飾、籾買
場遺跡出土旧石器

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報18号 2013 上高津貝塚
霞ヶ浦沿岸貝塚研究、扇の台遺跡の旧石器時代資料、永国地内出土縄文時代資
料、田土部広畑遺跡出土須恵器甕、東城寺周辺出土資料

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報19号 2014 上高津貝塚 武者塚古墳出土の経錦、新堀遺跡、般若寺跡出土中世瓦、法雲寺

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報20号 2015 上高津貝塚
土浦市における更新世終末期から完新世初頭石器群、土浦城二ノ丸出土近現代の
貝釦未成品、いさろ遺跡（第2次）、法雲寺、下高津小学校前遺跡（第3次）

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報21号 2016 上高津貝塚
新治窯跡群採集資料、近代土浦の色川氏陶製醤油瓶、吹上坪北遺跡、上高津貝塚
周辺、法雲寺

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報22号 2017 上高津貝塚 上高津貝塚周辺、法雲寺
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報23号 2018 上高津貝塚 上高津貝塚周辺、法雲寺、旧新治村所蔵伏鐘
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報24号 2019 上高津貝塚 山王遺跡、市内中世城館跡出土資料
上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報25号 2020 上高津貝塚 新治窯跡群、一丁田台遺跡、高岡根出土の取瓶

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報26号 2020 上高津貝塚
新治窯跡群、下坂田貝塚、藤沢山後遺跡、東城寺出土軒丸瓦、土浦城外丸御殿跡
出土の陶磁器

上高達貝塚ふるさと歴史の広場年報27号 2021 上高津貝塚
新治窯跡群、下坂田貝塚、中高津西原遺跡（第2次）、田宮採集の瓦塔及び緑釉
陶器皿

上高津貝塚ふるさと歴史の広場年報28号 2022 上高津貝塚 （掲載なし）
文化財の保存技術 － － － －

町の科学者　沼尻墨僊 1983 市教委 江戸時代の町人学者沼尻墨僊
土浦町内誌 1989 土浦市 （旧土浦市分）各町内別の歴史など
 土浦の洪水記録 2009 博物館  近世～近代の土浦の洪水の記録
人々の暮らしと戦中・戦後 2019 博物館 市内在住・通勤者などの戦争体験
戦争の記憶マップ 2021 博物館 「人々の暮らしと戦中・戦後」で採録された場所など
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【その他の調査記録等】
報告書名 発行年 調査者 掲載された市域の文化財等

にいはり物語 2010 本堂清 新治地区の歴史や伝承
ふるさとの住まい探訪　茨城の民家１農家編
２町屋編　３集落編

1992・
93・94

茨城新聞
【１】富岡家住宅、前野家住宅　【２】矢口家住宅、吾妻庵本店、尾形徳兵衛
宅、土浦の土蔵造り、商家の食事　【3】土浦

茨城県に現存する茅葺き民家の屋根葺き技術に関する一考
察　民家の現地調査と茅葺き職人への聞き込みを中心とし
て

2018 塚本留加 冨岡家住宅、前野家住宅

－ － － －
－ － － －

土浦の石仏 1985 愛護の会 石仏、石塔など
－ － － －
－ － － －

土浦の句碑・歌碑 1998 愛護の会 句碑、歌碑
－ － － －

民話100話　土浦ものがたり 1980 本堂清 土浦地域の民話など
絵と伝聞土浦の里 1981 佐賀進・純一 土浦の人の諸職、町の風景など
土浦のむかし話（１～４集） 1988～96 愛護の会 各地区の昔話を採録
新治村の昔ばなし 1990 仲田安夫 新治地区の昔話
土浦の方言・続土浦の方言 1997・2004 愛護の会 郷土に伝わる方言を採録
土浦の民話（上・下） 2005 岡部智子 土浦市内の民話

－ － － －

－ － － －

みどりの文化財つちうら 1992 愛護の会 土浦市を代表する樹木99種

樹木ガイドマップ 1996 愛護の会
土浦市(23)、阿見町(20)、牛久市(10)、新治村(11)、出島村(14)の名木を紹介。
愛護の会20周年記念

土浦のサクラ譜 2000 愛護の会 旧土浦市域のサクラ(ソメイヨシノ以外)33本を紹介、市政施行60周年記念
改訂版　市を代表する樹木 2002 愛護の会 25周年記念事業、『みどりの文化財つちうら』一覧表の改訂版

土浦の並木と名木マップ 2008 愛護の会
創立30周年記念、合併後の土浦(45)・新治地区(6)の並木と名木(土浦22、新治9)
を紹介。

みどりの文化財つちうら
 - 新治地区の樹木-

2019 愛護の会 新治地区を代表する樹木63件を紹介

スケッチで綴るふるさと土浦 1974 佐賀進・純一 近代の土浦の景観
－ － － －

塚山古墳調査報告 1967 國學院大學 （塚山古墳）坂田台山1号墳
常陸宍塚 1971 國學院大學 宍塚古墳群1・5・6号墳
土浦市舟塚山二号墳調査概報 1983 茨城大学 田村舟塚古墳群2号墳
土浦市舟塚2号墳（D-59）の調査 1983 茨城大学 田村舟塚古墳群2・3号墳
扇ノ台遺跡　発掘調査速報概要書 1997 山武考古学研究所 扇ノ台遺跡
土浦市武具八幡古墳の発掘調査 2016 筑波大学 （武具八幡古墳）坂田塙台2号墳
土浦市坂田塙台古墳群の測量調査及び地中レー
ダー探査

2016 筑波大学 坂田塙台古墳群3・4・5・6号墳

土浦市后塚古墳の発掘調査　―2018・2019年度
調査の概要―

2021 筑波大学 后塚古墳

図説　茨城の城郭 2006 茨城城郭研究会 53土浦城、54藤沢城
続　図説　茨城の城郭 2017 茨城城郭研究会 99甲山城と周辺の城館、100永井城、101常名城、102木田余城

－ － － －
ふるさとの想い出　写真集明治・大正・昭和土浦 1980 国書刊行会 土浦の明治・大正・昭和の古写真
旧中家村史 1986 青木光行 旧中家村の歴史
土浦市内史跡文化財めぐりの栞 1988 土浦ユネスコ協会 土浦市内の主要な史跡などを英文で解説
むかしの写真土浦 1990 愛護の会 古写真
沼尻墨僊 1997 愛護の会 江戸時代の町人学者沼尻墨僊
ふるさと土浦自慢百選 2002 観光物産課 市制施行６０周年記念「ふるさと土浦自慢百選」事業をまとめたもの。
土浦まち歩き学ガイドブック 2011 観光協会 土浦の魅力を再発見する文化・歴史・自然・産業・観光

※愛護の会：土浦市文化財愛護の会
　観光協会：（社）土浦市観光協会

種別
文化財全般

伝統的建造物群

絵画
彫刻

工芸品
書跡

民俗文化財

無形文化財

有
形
文
化
財

歴史資料

文化的景観

記
念
物

遺跡地
（史跡）

名勝地
（名勝）

動物、植物、地質鉱物
（天然記念物）

建造物

古文書

文化財の保存技術
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番号 用途 備考 番号 用途 備考

J1 城北町 6-7 堂宇 J54 中央一丁目 12-5 堂宇

J2 城北町 9-5 住宅 J55 中央一丁目 12-5 事務所

J3 城北町 12-9 住宅 J56 中央一丁目 12-5

J4 城北町 13-2 住宅 J57 中央一丁目 12-5 神社

J5 城北町 13-4 住宅 J58 中央一丁目 13-34 門 市指定文化財

J6 城北町 13-17 神社 J59 中央一丁目 13-48 門 県指定文化財

J7 城北町 14-12 住宅 J60 中央一丁目 13-48 門 県指定文化財，土塀

J8 城北町 15-15 併用住宅 J61 中央一丁目 14-5 商店

J9 中央二丁目 2-2 商店 J62 中央一丁目 14-6 併用住宅 石造門柱

J10 中央二丁目 2-3 住宅 J63 中央一丁目 15-6 教会

J11 中央二丁目 3-6 併用住宅 J64 川口一丁目 5-1 住宅

J12 中央二丁目 3-21 住宅 J65 川口一丁目 11-28 併用住宅

J13 中央二丁目 6-7 住宅 J66 大和町 4-5 併用住宅

J14 中央二丁目 6-26 堂宇 J67 大和町 5-1 併用住宅 近代化遺産総合調査対象

J15 中央二丁目 8-3 併用住宅 県近代化遺産総合調査対象 J68 大和町 6-8 商店 近代化遺産総合調査対象

J16 中央二丁目 10-15 住宅 J69 大和町 6-8 商店（蔵）

J17 中央二丁目 10-17 併用住宅 J70 大手町 3-14 堂宇 市指定文化財

J18 中央二丁目 14-1 住宅 石造門柱 J71 大手町 3-14 堂宇 RC造

J19 中央二丁目 14-1 住宅（蔵） J72 大手町 4-15 倉庫

J20 中央二丁目 15-8 併用住宅 J73 大手町 4-16 その他 市指定文化財

J21 中央二丁目 15-18 病院 J74 大手町 7-2 住宅

J22 中央二丁目 15-18 住宅（蔵） J75 大手町 8-17 堂宇

J23 中央一丁目 2-10 住宅（蔵） J76 大手町 8-18 住宅（蔵） 石蔵，元関彰商事油用倉庫

J24 中央一丁目 1-5 住宅 近代化遺産総合調査対象 J77 大手町 14-8 住宅

J25 中央一丁目 1-25 商店 J78 大手町 17-6 併用住宅

J26 中央一丁目 2-10 商店 J79 文京町 3-8 門 市指定文化財

J27 中央一丁目 2-13 飲食店 J80 文京町 3-38 住宅

J28 中央一丁目 3-16 商店（蔵） 国登録文化財 J81 文京町 8-26 住宅

J29 中央一丁目 3-16 商店（蔵） 国登録文化財，石塀 J82 大町 3-20 住宅（蔵）

J30 中央一丁目 3-16 商店 国登録文化財 J83 大町 4-13 住宅

J31 中央一丁目 3-16 商店（蔵） 国登録文化財，土塀 J84 大町 5-8 住宅

J32 中央一丁目 3-16 商店（蔵） 国登録文化財，土塀 J85 大町 5-15 商店

J33 中央一丁目 3-16 住宅 石塀 J86 大町 5-16 住宅

J34 中央一丁目 5-7 神社 J87 大町 5-17 併用住宅

J35 中央一丁目 5-7 飲食店 近代和風建築総合調査対象 J88 大町 7-9 住宅

J36 中央一丁目 6-10 住宅 J89 大町 9-1 飲食店

J37 中央一丁目 6-11 飲食店 J90 大町 9-5 商店

J38 中央一丁目 6-13 商店（蔵） 県指定文化財 J91 大町 9-5 住宅

J39 中央一丁目 6-13 商店（蔵） 県指定文化財 J92 大町 10-1 住宅

J40 中央一丁目 6-13 商店（蔵） 県指定文化財 J93 大町 10-8 住宅

J41 中央一丁目 6-13 商店（蔵） J94 桜町四丁目 10-25 併用住宅

J42 中央一丁目 7-11 商店 J95 桜町四丁目 16-15 住宅

J43 中央一丁目 7-11 商店（蔵） J96 桜町四丁目 16-18 商店

J44 中央一丁目 9-12 住宅 J97 桜町三丁目 5-4 商店

J45 中央一丁目 9-12 住宅 J98 桜町三丁目 9-2 併用住宅

J46 中央一丁目 10-5 併用住宅 J99 桜町三丁目 9-21 病院

J47 中央一丁目 11-5 商店 国登録文化財 J100 桜町二丁目 2-14 商店

J48 中央一丁目 11-5 商店（蔵） 国登録文化財 J101 桜町二丁目 7-8 飲食店

J49 中央一丁目 11-5 商店（蔵） 国登録文化財 J102 桜町三丁目 4-5 住宅

J50 中央一丁目 11-5 商店（蔵） 国登録文化財 J103 桜町二丁目 10-25 神社

J51 中央一丁目 11-13 商店（蔵） 近代化遺産総合調査対象 J104 東崎町 3-11 住宅

J52 中央一丁目 11-15 飲食店 J105 東崎町 4-31 神社

J53 中央一丁目 12-3 商店

所在地 所在地
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番号 用途 備考 番号 用途 備考

J1 城北町 6-7 堂宇 J54 中央一丁目 12-5 堂宇

J2 城北町 9-5 住宅 J55 中央一丁目 12-5 事務所

J3 城北町 12-9 住宅 J56 中央一丁目 12-5

J4 城北町 13-2 住宅 J57 中央一丁目 12-5 神社

J5 城北町 13-4 住宅 J58 中央一丁目 13-34 門 市指定文化財

J6 城北町 13-17 神社 J59 中央一丁目 13-48 門 県指定文化財

J7 城北町 14-12 住宅 J60 中央一丁目 13-48 門 県指定文化財，土塀

J8 城北町 15-15 併用住宅 J61 中央一丁目 14-5 商店

J9 中央二丁目 2-2 商店 J62 中央一丁目 14-6 併用住宅 石造門柱

J10 中央二丁目 2-3 住宅 J63 中央一丁目 15-6 教会

J11 中央二丁目 3-6 併用住宅 J64 川口一丁目 5-1 住宅

J12 中央二丁目 3-21 住宅 J65 川口一丁目 11-28 併用住宅

J13 中央二丁目 6-7 住宅 J66 大和町 4-5 併用住宅

J14 中央二丁目 6-26 堂宇 J67 大和町 5-1 併用住宅 近代化遺産総合調査対象

J15 中央二丁目 8-3 併用住宅 県近代化遺産総合調査対象 J68 大和町 6-8 商店 近代化遺産総合調査対象

J16 中央二丁目 10-15 住宅 J69 大和町 6-8 商店（蔵）

J17 中央二丁目 10-17 併用住宅 J70 大手町 3-14 堂宇 市指定文化財

J18 中央二丁目 14-1 住宅 石造門柱 J71 大手町 3-14 堂宇 RC造

J19 中央二丁目 14-1 住宅（蔵） J72 大手町 4-15 倉庫

J20 中央二丁目 15-8 併用住宅 J73 大手町 4-16 その他 市指定文化財

J21 中央二丁目 15-18 病院 J74 大手町 7-2 住宅

J22 中央二丁目 15-18 住宅（蔵） J75 大手町 8-17 堂宇

J23 中央一丁目 2-10 住宅（蔵） J76 大手町 8-18 住宅（蔵） 石蔵，元関彰商事油用倉庫

J24 中央一丁目 1-5 住宅 近代化遺産総合調査対象 J77 大手町 14-8 住宅

J25 中央一丁目 1-25 商店 J78 大手町 17-6 併用住宅

J26 中央一丁目 2-10 商店 J79 文京町 3-8 門 市指定文化財

J27 中央一丁目 2-13 飲食店 J80 文京町 3-38 住宅

J28 中央一丁目 3-16 商店（蔵） 国登録文化財 J81 文京町 8-26 住宅

J29 中央一丁目 3-16 商店（蔵） 国登録文化財，石塀 J82 大町 3-20 住宅（蔵）

J30 中央一丁目 3-16 商店 国登録文化財 J83 大町 4-13 住宅

J31 中央一丁目 3-16 商店（蔵） 国登録文化財，土塀 J84 大町 5-8 住宅

J32 中央一丁目 3-16 商店（蔵） 国登録文化財，土塀 J85 大町 5-15 商店

J33 中央一丁目 3-16 住宅 石塀 J86 大町 5-16 住宅

J34 中央一丁目 5-7 神社 J87 大町 5-17 併用住宅

J35 中央一丁目 5-7 飲食店 近代和風建築総合調査対象 J88 大町 7-9 住宅

J36 中央一丁目 6-10 住宅 J89 大町 9-1 飲食店

J37 中央一丁目 6-11 飲食店 J90 大町 9-5 商店

J38 中央一丁目 6-13 商店（蔵） 県指定文化財 J91 大町 9-5 住宅

J39 中央一丁目 6-13 商店（蔵） 県指定文化財 J92 大町 10-1 住宅

J40 中央一丁目 6-13 商店（蔵） 県指定文化財 J93 大町 10-8 住宅

J41 中央一丁目 6-13 商店（蔵） J94 桜町四丁目 10-25 併用住宅

J42 中央一丁目 7-11 商店 J95 桜町四丁目 16-15 住宅

J43 中央一丁目 7-11 商店（蔵） J96 桜町四丁目 16-18 商店

J44 中央一丁目 9-12 住宅 J97 桜町三丁目 5-4 商店

J45 中央一丁目 9-12 住宅 J98 桜町三丁目 9-2 併用住宅

J46 中央一丁目 10-5 併用住宅 J99 桜町三丁目 9-21 病院

J47 中央一丁目 11-5 商店 国登録文化財 J100 桜町二丁目 2-14 商店

J48 中央一丁目 11-5 商店（蔵） 国登録文化財 J101 桜町二丁目 7-8 飲食店

J49 中央一丁目 11-5 商店（蔵） 国登録文化財 J102 桜町三丁目 4-5 住宅

J50 中央一丁目 11-5 商店（蔵） 国登録文化財 J103 桜町二丁目 10-25 神社

J51 中央一丁目 11-13 商店（蔵） 近代化遺産総合調査対象 J104 東崎町 3-11 住宅

J52 中央一丁目 11-15 飲食店 J105 東崎町 4-31 神社

J53 中央一丁目 12-3 商店

所在地 所在地
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真鍋地区調査対象建造物 山ノ荘地区調査対象建造物 
番号 用途 備考 番号 用途 備考

M1 真鍋四丁目 4-2 学校 国指定文化財 Y1 小高 381 住宅

M2 真鍋五丁目 9-1 神社 市指定文化財 Y2 小高 387 長屋門 長屋門

M3 真鍋五丁目 9-1 神社 市指定文化財 Y3 小高 387 住宅（倉庫） 倉庫

M4 真鍋五丁目 9-1 神社 市指定文化財 Y4 沢辺 792-1 住宅

M5 真鍋五丁目 9-32 住宅 近代和風建築総合調査対象 Y5 沢辺 858 住宅

M6 真鍋五丁目 5-3 住宅 Y6 沢辺 859 住宅

M7 真鍋五丁目 1-9 併用住宅 Y7 沢辺 815-1 住宅

M8 真鍋五丁目 1-21 住宅 Y8 沢辺 817 長屋門 長屋門

M9 真鍋三丁目 14-15 併用住宅 Y9 沢辺 562 住宅 茅葺き

M10 真鍋三丁目 14-15 併用住宅（蔵） Y10 東城寺 580 住宅

M11 真鍋三丁目 11-27 住宅 Y11 東城寺 391-1 住宅（倉庫） 倉庫

M12 真鍋三丁目 11-27 住宅（蔵） Y12 東城寺 337 住宅

M13 真鍋三丁目 11-31 住宅 板塀 Y13 東城寺 340 住宅（倉庫） 倉庫2棟

M14 真鍋三丁目 11-32 住宅（蔵） Y14 東城寺 389 長屋門 長屋門

M15 真鍋三丁目 11-32 住宅 Y15 東城寺 492 門

M16 真鍋三丁目 10-24 住宅 Y16 東城寺 490 住宅

M17 真鍋三丁目 10-25 住宅（蔵） Y17 東城寺 476 住宅

M18 真鍋三丁目 10-30 住宅 Y18 東城寺 504-1 住宅

M19 真鍋三丁目 1-22 住宅 Y19 小野 169 住宅

M20 真鍋三丁目 1-24 商店 Y20 小野 75 住宅

M21 真鍋三丁目 1-24 商店（蔵） Y21 小野 1274-5 住宅（倉庫） 倉庫

M22 真鍋三丁目 1-28 住宅 Y22 小野 853 住宅

M23 真鍋三丁目 1-29 併用住宅 Y23 大志戸 1145-1 住宅（倉庫） 倉庫

M24 真鍋三丁目 12-1 堂宇 市指定文化財 Y24 大志戸 1016 住宅（倉庫） 倉庫

M25 真鍋三丁目 8-26 住宅 Y25 大志戸 1468 堂宇

M26 真鍋三丁目 13-3 住宅（蔵） Y26 大志戸 1171-1 住宅

M27 真鍋三丁目 13-3 住宅（蔵） Y27 大志戸 1422-1 住宅

M28 真鍋三丁目 13-1 住宅 Y28 大志戸 1399 住宅

M29 真鍋三丁目 13-1 住宅（蔵） Y29 大志戸 1302-1 住宅（倉庫） 倉庫

M30 東真鍋町 14-9 住宅（倉庫） Y30 大志戸 1312-1 住宅（倉庫） 倉庫

M31 東真鍋町 14-7 住宅 Y31 本郷 1510-2 住宅

M32 東真鍋町 14-7 住宅（蔵） Y32 本郷 1641 住宅

M33 東真鍋町 2-6 集会施設 Y33 本郷 1722 住宅（倉庫） 倉庫

M34 西真鍋町 3-2 住宅 Y34 本郷 1809-1 住宅

M35 西真鍋町 3-2 住宅（倉庫） Y35 本郷 1733-1 住宅

M36 西真鍋町 3-5 住宅（倉庫） Y36 本郷 1732-1 住宅

M37 西真鍋町 10-4 住宅 国登録文化財 Y37 本郷 1630-1 住宅

M38 西真鍋町 10-6 住宅（倉庫） 取り壊し Y38 本郷 1630-1 住宅

M39 西真鍋町 10-10 住宅 Y39 本郷 1553-1 住宅（倉庫）

M40 西真鍋町 10-10 長屋門 Y40 本郷 1404 住宅

M41 真鍋一丁目 11-29 住宅 Y41 本郷 1408 長屋門 長屋門

M42 真鍋一丁目 2-9 住宅 Y42 本郷 1409-1 住宅

M43 真鍋一丁目 8-7 倉庫 Y43 本郷 1399 住宅（倉庫） 倉庫

M44 真鍋一丁目 14-11 住宅 Y44 本郷 1262 住宅

M45 真鍋一丁目 14-11 住宅（倉庫） Y45 本郷 1268-2 住宅

Y46 本郷 1271-1 長屋門 長屋門

Y47 本郷 1271-1 住宅

Y48 本郷 1293-1 住宅（倉庫） 倉庫

Y49 本郷 1296 住宅

Y50 永井 334-1 住宅

Y51 永井 406 住宅

Y52 永井 406 住宅（倉庫） 倉庫

Y53 永井 694-1 住宅 県指定文化財，茅葺き

Y54 永井 1182 住宅

Y55 永井 1512-1 住宅（倉庫） 倉庫

Y56 永井 1604-1 住宅

Y57 永井 1742 住宅

Y58 永井 1884-1 住宅（倉庫） 倉庫

Y59 永井 894-1 住宅

所在地 所在地
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真鍋地区調査対象建造物 山ノ荘地区調査対象建造物 
番号 用途 備考 番号 用途 備考

M1 真鍋四丁目 4-2 学校 国指定文化財 Y1 小高 381 住宅

M2 真鍋五丁目 9-1 神社 市指定文化財 Y2 小高 387 長屋門 長屋門

M3 真鍋五丁目 9-1 神社 市指定文化財 Y3 小高 387 住宅（倉庫） 倉庫

M4 真鍋五丁目 9-1 神社 市指定文化財 Y4 沢辺 792-1 住宅

M5 真鍋五丁目 9-32 住宅 近代和風建築総合調査対象 Y5 沢辺 858 住宅

M6 真鍋五丁目 5-3 住宅 Y6 沢辺 859 住宅

M7 真鍋五丁目 1-9 併用住宅 Y7 沢辺 815-1 住宅

M8 真鍋五丁目 1-21 住宅 Y8 沢辺 817 長屋門 長屋門

M9 真鍋三丁目 14-15 併用住宅 Y9 沢辺 562 住宅 茅葺き

M10 真鍋三丁目 14-15 併用住宅（蔵） Y10 東城寺 580 住宅

M11 真鍋三丁目 11-27 住宅 Y11 東城寺 391-1 住宅（倉庫） 倉庫

M12 真鍋三丁目 11-27 住宅（蔵） Y12 東城寺 337 住宅

M13 真鍋三丁目 11-31 住宅 板塀 Y13 東城寺 340 住宅（倉庫） 倉庫2棟

M14 真鍋三丁目 11-32 住宅（蔵） Y14 東城寺 389 長屋門 長屋門

M15 真鍋三丁目 11-32 住宅 Y15 東城寺 492 門

M16 真鍋三丁目 10-24 住宅 Y16 東城寺 490 住宅

M17 真鍋三丁目 10-25 住宅（蔵） Y17 東城寺 476 住宅

M18 真鍋三丁目 10-30 住宅 Y18 東城寺 504-1 住宅

M19 真鍋三丁目 1-22 住宅 Y19 小野 169 住宅

M20 真鍋三丁目 1-24 商店 Y20 小野 75 住宅

M21 真鍋三丁目 1-24 商店（蔵） Y21 小野 1274-5 住宅（倉庫） 倉庫

M22 真鍋三丁目 1-28 住宅 Y22 小野 853 住宅

M23 真鍋三丁目 1-29 併用住宅 Y23 大志戸 1145-1 住宅（倉庫） 倉庫

M24 真鍋三丁目 12-1 堂宇 市指定文化財 Y24 大志戸 1016 住宅（倉庫） 倉庫

M25 真鍋三丁目 8-26 住宅 Y25 大志戸 1468 堂宇

M26 真鍋三丁目 13-3 住宅（蔵） Y26 大志戸 1171-1 住宅

M27 真鍋三丁目 13-3 住宅（蔵） Y27 大志戸 1422-1 住宅

M28 真鍋三丁目 13-1 住宅 Y28 大志戸 1399 住宅

M29 真鍋三丁目 13-1 住宅（蔵） Y29 大志戸 1302-1 住宅（倉庫） 倉庫

M30 東真鍋町 14-9 住宅（倉庫） Y30 大志戸 1312-1 住宅（倉庫） 倉庫

M31 東真鍋町 14-7 住宅 Y31 本郷 1510-2 住宅

M32 東真鍋町 14-7 住宅（蔵） Y32 本郷 1641 住宅

M33 東真鍋町 2-6 集会施設 Y33 本郷 1722 住宅（倉庫） 倉庫

M34 西真鍋町 3-2 住宅 Y34 本郷 1809-1 住宅

M35 西真鍋町 3-2 住宅（倉庫） Y35 本郷 1733-1 住宅

M36 西真鍋町 3-5 住宅（倉庫） Y36 本郷 1732-1 住宅

M37 西真鍋町 10-4 住宅 国登録文化財 Y37 本郷 1630-1 住宅

M38 西真鍋町 10-6 住宅（倉庫） 取り壊し Y38 本郷 1630-1 住宅

M39 西真鍋町 10-10 住宅 Y39 本郷 1553-1 住宅（倉庫）

M40 西真鍋町 10-10 長屋門 Y40 本郷 1404 住宅

M41 真鍋一丁目 11-29 住宅 Y41 本郷 1408 長屋門 長屋門

M42 真鍋一丁目 2-9 住宅 Y42 本郷 1409-1 住宅

M43 真鍋一丁目 8-7 倉庫 Y43 本郷 1399 住宅（倉庫） 倉庫

M44 真鍋一丁目 14-11 住宅 Y44 本郷 1262 住宅

M45 真鍋一丁目 14-11 住宅（倉庫） Y45 本郷 1268-2 住宅

Y46 本郷 1271-1 長屋門 長屋門

Y47 本郷 1271-1 住宅

Y48 本郷 1293-1 住宅（倉庫） 倉庫

Y49 本郷 1296 住宅

Y50 永井 334-1 住宅

Y51 永井 406 住宅

Y52 永井 406 住宅（倉庫） 倉庫

Y53 永井 694-1 住宅 県指定文化財，茅葺き

Y54 永井 1182 住宅

Y55 永井 1512-1 住宅（倉庫） 倉庫

Y56 永井 1604-1 住宅

Y57 永井 1742 住宅

Y58 永井 1884-1 住宅（倉庫） 倉庫

Y59 永井 894-1 住宅

所在地 所在地
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図54　山ノ荘地区調査対象建造物分布図・1
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図55　山ノ荘地区調査対象建造物分布図・2
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問１（石仏を除く）記念碑､石碑､道標 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・道標（戦前・矢作鹿島神社うし
ろ） 
・宮本家顕彰碑（矢作・墓地） 
・宮崎家の顕彰碑（飯田・屋敷
内）・・個人宅ではあるが､関係者
で建立 
・３神社の碑（飯田・三神社境内） 

・馬頭観音（道標を兼ねる） 
・愛宕神社（西真鍋）子規記念碑 
・皇紀2600 年記念石碑（西真鍋） 
・石碑「八坂神社」「招魂社」 
・真鍋 6 丁目地内「馬頭観音」昭
和6 年建立真鍋馬車組合 
・真鍋6 バイパス並木町側「道標」 
木原老谷の墓 
・「畏天命」元法務大臣風見章揮
毫の石碑 
・佐久良東雄句碑､顕彰碑 
・宝篋印塔（10 代住職 広観 延
享元年（1744）建立） 
・忠魂碑（鹿島神社 文：徳富蘇
峰 昭和33 年建立 

・中村地内に日先神社への石碑（道
標） 
・荒川沖西地内､旧6 号の道脇「日
光大神道」の石碑 

旧市役所前に「養勝碑」の石碑が 
・弁天様 
・明神様 
・馬頭観音（千鳥が丘宗教教会付
近） 
・上高津公民館前にある忠魂碑 
・沼地公園内外にかつて古墳があ
り石室等の石材が旧市役所にある
石碑に使用された 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・御霊の宮にあったといわれる石幢 
・観音寺の山桜の根元にある石造り
地蔵様､ 
 

・日先神社の道標が､右籾・荒川
沖・中村の3 か所にある 
・道標 
大岩田A氏の屋敷に続く道路脇､陸
前浜街道右籾方面､青宿､木原方面
などの文字が見える。 
・大岩田の愛宕神社と子供用相撲
土俵 

・板谷7丁目旧水戸街道電燈記念
碑（道標含む） 
・小山崎旧JR バス停 道知～道標 

・石仏調査時に道標も調査されて
いるが､他に大畑地区に倒れた道
標（至山ノ荘､小桜村）､字が判別
できない道標の2か所確認できた。 
・記念碑 山ノ荘小学校赤根岡田 
・戦没者の石碑 山ノ荘小学校先 

問２地域名称を持つ橋・道路 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・矢作橋・・土浦・矢作とつくば・
大村の境にかかる（ここはひとは
なともいう） 

・「真鍋橋」 
・「新川橋」 

・花室川にかかる橋（水戸街道：
東橋） 
・乙戸川にかかる橋（水戸街道：
荒川沖橋）､（旧道：荒川橋） 

・匂橋：昔は木橋だったが､昭和38
年にコンクリート橋に架け替え。 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
  ・柿の木橋：大岩田・青宿近くを

流れる精進川が花室川に合流する
地点にある橋。橋を渡ると阿見・
木原に続く旧道が残る。 

  ・大畑新田地区宿通りは､鎌倉街
道､東城寺街道､一の矢街道､とも
言われていたようだ。・船橋：日
枝神社の近く､・せきば橋：大志戸
東・天の川：大志戸中心 

問３（桜川・霞ヶ浦等における）船着き場や河岸の遺構 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・現在のモール505 ができる以前
に川口川に廻船問屋があり､江戸
まで荷物を運んでいた。 

 
  

 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・江戸時代高瀬舟を繋いだ棒杭が
あった。所は手野石田前100ｍ位
沖､昭和20年頃は水面30～40㎝く
らい出ていたが､今は水面に見ら
れない。 

・霞ケ浦から現在の国道に接する
ところに船着き場や河岸があった
といわれるが､痕跡はない。近くの
用水路がその痕跡か？ 

   

問４（つくられたのが戦前以前と思われる）庭・庭園 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・農家の庭（飯田・矢作・宍塚な
どの旧家といわれる家） 

・今はないが「総宜園」     

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・T 氏庭園 
 地形を利用して､明治時代の作
庭と思われる。山水庭園。現在も
よく手入れされている。 

  ・K 家の庭(並木・武家屋敷の庭） 
 

  

附-30 

問 5 地域の神社やお寺に（見ることができる）絵馬・奉納物 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・仏掛軸・十王図（矢作・集落セ
ンター） 
・仏像(矢作・鎌倉期といわれる) 

・真鍋鹿島神社の奉納相撲 ・大曾根家氏神（乙戸） 
・人皇太魂神社（乙戸） 
・水道神社（中村南） 

・絵馬下高津2 丁目の愛宕神社拝
殿内にある。大正2 年に奉納され
た地元消防団を描いた絵馬 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・手野鹿島神社の奉納の絵馬 ・日先神社の絵馬 

・法泉寺日暮門の彫刻 
・旅立地蔵   

・大畑稲荷神社（新田地区公民館
敷地内） 
・香取神社（大志戸） 
・千福寺（大志戸）にあります 

問６伝統的な農産物､生産物､生産方法 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・畑を耕す鍬（矢作のものは細⾧
くて中ほどが狭い）・一人用の脱
穀機 

  ・1 月4 日 １のくわ 田おこし門
松を立て来光を迎え1 年の豊作を
祈った。・昭和34・5 年頃まで牛
で耕す・まくわうりという黄色い
肌のメロンの始まりと思う。・1 月
14 日ならせ餅をつくり､山仕事の
際焼いてたべる。 
・藍の製造・販売業 現S 氏宅､藍
樽（瀬戸物）3 樽現存 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
    
問７伝統的な工芸技術 

一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 
・盆棚 ・金塚醤油（今はない） ・竹細工､わらじ作り ・富士崎町の県道沿いに籠製造の

家があった 
・提灯を作る家があった 
・醤油醸造～下高津菊地家（家屋
及び用具を含め） 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 

 
 ・日本酒醸造（並木1 丁目H 家） 

・松の木からつくる・・ひげ皮､枆
（高級品）昔板谷で作成 

 

問８地域の伝統的な祭礼・民俗行事 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・祇園祭 ・真鍋鹿島神社の大祭 
・「真鍋のまつり」 
今はない 
・紋三郎稲荷神社念仏踊り 

・東区公民館にある（尾﨑稲荷）
神社を5 地区で祭礼する。 
・祇園祭（鹿嶋神社） 

・夏の祇園祭､八坂神社のお神輿の
お祓いをして町内を練り歩く､子
供神輿中心。（下高津1 丁目） 
・地蔵講､庚申様 
・八坂神社祭礼 毎年7 月23 日 
夏祭りは7 月下旬 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
 正月行事3 が日は男が朝飯（神仏
への上げ供に）担った。6 日は藁打
ち､7日8日は山入り､11日一鍬（鍬
ざっくり2回目の鍬先でチャンギ､
チャガマを掘り出した､どーんぢ
い､今年は豊年満作だ）と掛け声を
かけて鍬・まんのうを入れた。14
日は松引き粥､とりほい､ならせ餅
19 日（20 日の風にあわせるな 餅
もぎとり） 

・大岩田虚空蔵尊堂例大祭（1 月
13 日） 

 むかしはあった 
・子供の祭り､おこしんこう､雨ご
い､山の神､十人講､ねんぶつ､ざな
ぶり､だんごよび､七五三祝い､13
祝い 

問９家庭内の伝統的な民俗行事 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・向い盆（向かい方が以前は門口､
何時頃か墓まで迎えに行くように
なった） 

・お正月に料理をし、神前に供え
るのは男子の仕事 

・元旦祭､ちのわくぐり（鹿嶋神社） ・家を新築するときに建前で餅を
まく・5 月5 日にしょうぶ湯に入
る。菖蒲を玄関先の屋根の上にの
せる。（健康を祈るため）・11 月
15 日にはやしきまつりをした（七
五三）・庚申祭､1 班6～9 戸で構
成､今は戸別で行う。 
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問１（石仏を除く）記念碑､石碑､道標 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・道標（戦前・矢作鹿島神社うし
ろ） 
・宮本家顕彰碑（矢作・墓地） 
・宮崎家の顕彰碑（飯田・屋敷
内）・・個人宅ではあるが､関係者
で建立 
・３神社の碑（飯田・三神社境内） 

・馬頭観音（道標を兼ねる） 
・愛宕神社（西真鍋）子規記念碑 
・皇紀2600 年記念石碑（西真鍋） 
・石碑「八坂神社」「招魂社」 
・真鍋 6 丁目地内「馬頭観音」昭
和6 年建立真鍋馬車組合 
・真鍋6 バイパス並木町側「道標」 
木原老谷の墓 
・「畏天命」元法務大臣風見章揮
毫の石碑 
・佐久良東雄句碑､顕彰碑 
・宝篋印塔（10 代住職 広観 延
享元年（1744）建立） 
・忠魂碑（鹿島神社 文：徳富蘇
峰 昭和33 年建立 

・中村地内に日先神社への石碑（道
標） 
・荒川沖西地内､旧6 号の道脇「日
光大神道」の石碑 

旧市役所前に「養勝碑」の石碑が 
・弁天様 
・明神様 
・馬頭観音（千鳥が丘宗教教会付
近） 
・上高津公民館前にある忠魂碑 
・沼地公園内外にかつて古墳があ
り石室等の石材が旧市役所にある
石碑に使用された 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・御霊の宮にあったといわれる石幢 
・観音寺の山桜の根元にある石造り
地蔵様､ 
 

・日先神社の道標が､右籾・荒川
沖・中村の3 か所にある 
・道標 
大岩田A氏の屋敷に続く道路脇､陸
前浜街道右籾方面､青宿､木原方面
などの文字が見える。 
・大岩田の愛宕神社と子供用相撲
土俵 

・板谷7丁目旧水戸街道電燈記念
碑（道標含む） 
・小山崎旧JR バス停 道知～道標 

・石仏調査時に道標も調査されて
いるが､他に大畑地区に倒れた道
標（至山ノ荘､小桜村）､字が判別
できない道標の2か所確認できた。 
・記念碑 山ノ荘小学校赤根岡田 
・戦没者の石碑 山ノ荘小学校先 

問２地域名称を持つ橋・道路 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・矢作橋・・土浦・矢作とつくば・
大村の境にかかる（ここはひとは
なともいう） 

・「真鍋橋」 
・「新川橋」 

・花室川にかかる橋（水戸街道：
東橋） 
・乙戸川にかかる橋（水戸街道：
荒川沖橋）､（旧道：荒川橋） 

・匂橋：昔は木橋だったが､昭和38
年にコンクリート橋に架け替え。 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
  ・柿の木橋：大岩田・青宿近くを

流れる精進川が花室川に合流する
地点にある橋。橋を渡ると阿見・
木原に続く旧道が残る。 

  ・大畑新田地区宿通りは､鎌倉街
道､東城寺街道､一の矢街道､とも
言われていたようだ。・船橋：日
枝神社の近く､・せきば橋：大志戸
東・天の川：大志戸中心 

問３（桜川・霞ヶ浦等における）船着き場や河岸の遺構 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・現在のモール505 ができる以前
に川口川に廻船問屋があり､江戸
まで荷物を運んでいた。 

 
  

 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・江戸時代高瀬舟を繋いだ棒杭が
あった。所は手野石田前100ｍ位
沖､昭和20年頃は水面30～40㎝く
らい出ていたが､今は水面に見ら
れない。 

・霞ケ浦から現在の国道に接する
ところに船着き場や河岸があった
といわれるが､痕跡はない。近くの
用水路がその痕跡か？ 

   

問４（つくられたのが戦前以前と思われる）庭・庭園 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・農家の庭（飯田・矢作・宍塚な
どの旧家といわれる家） 

・今はないが「総宜園」     

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・T 氏庭園 
 地形を利用して､明治時代の作
庭と思われる。山水庭園。現在も
よく手入れされている。 

  ・K 家の庭(並木・武家屋敷の庭） 
 

  

附-30 

問 5 地域の神社やお寺に（見ることができる）絵馬・奉納物 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・仏掛軸・十王図（矢作・集落セ
ンター） 
・仏像(矢作・鎌倉期といわれる) 

・真鍋鹿島神社の奉納相撲 ・大曾根家氏神（乙戸） 
・人皇太魂神社（乙戸） 
・水道神社（中村南） 

・絵馬下高津2 丁目の愛宕神社拝
殿内にある。大正2 年に奉納され
た地元消防団を描いた絵馬 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・手野鹿島神社の奉納の絵馬 ・日先神社の絵馬 

・法泉寺日暮門の彫刻 
・旅立地蔵   

・大畑稲荷神社（新田地区公民館
敷地内） 
・香取神社（大志戸） 
・千福寺（大志戸）にあります 

問６伝統的な農産物､生産物､生産方法 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・畑を耕す鍬（矢作のものは細⾧
くて中ほどが狭い）・一人用の脱
穀機 

  ・1 月4 日 １のくわ 田おこし門
松を立て来光を迎え1 年の豊作を
祈った。・昭和34・5 年頃まで牛
で耕す・まくわうりという黄色い
肌のメロンの始まりと思う。・1 月
14 日ならせ餅をつくり､山仕事の
際焼いてたべる。 
・藍の製造・販売業 現S 氏宅､藍
樽（瀬戸物）3 樽現存 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
    
問７伝統的な工芸技術 

一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 
・盆棚 ・金塚醤油（今はない） ・竹細工､わらじ作り ・富士崎町の県道沿いに籠製造の

家があった 
・提灯を作る家があった 
・醤油醸造～下高津菊地家（家屋
及び用具を含め） 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 

 
 ・日本酒醸造（並木1 丁目H 家） 

・松の木からつくる・・ひげ皮､枆
（高級品）昔板谷で作成 

 

問８地域の伝統的な祭礼・民俗行事 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・祇園祭 ・真鍋鹿島神社の大祭 
・「真鍋のまつり」 
今はない 
・紋三郎稲荷神社念仏踊り 

・東区公民館にある（尾﨑稲荷）
神社を5 地区で祭礼する。 
・祇園祭（鹿嶋神社） 

・夏の祇園祭､八坂神社のお神輿の
お祓いをして町内を練り歩く､子
供神輿中心。（下高津1 丁目） 
・地蔵講､庚申様 
・八坂神社祭礼 毎年7 月23 日 
夏祭りは7 月下旬 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
 正月行事3 が日は男が朝飯（神仏
への上げ供に）担った。6 日は藁打
ち､7日8日は山入り､11日一鍬（鍬
ざっくり2回目の鍬先でチャンギ､
チャガマを掘り出した､どーんぢ
い､今年は豊年満作だ）と掛け声を
かけて鍬・まんのうを入れた。14
日は松引き粥､とりほい､ならせ餅
19 日（20 日の風にあわせるな 餅
もぎとり） 

・大岩田虚空蔵尊堂例大祭（1 月
13 日） 

 むかしはあった 
・子供の祭り､おこしんこう､雨ご
い､山の神､十人講､ねんぶつ､ざな
ぶり､だんごよび､七五三祝い､13
祝い 

問９家庭内の伝統的な民俗行事 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・向い盆（向かい方が以前は門口､
何時頃か墓まで迎えに行くように
なった） 

・お正月に料理をし、神前に供え
るのは男子の仕事 

・元旦祭､ちのわくぐり（鹿嶋神社） ・家を新築するときに建前で餅を
まく・5 月5 日にしょうぶ湯に入
る。菖蒲を玄関先の屋根の上にの
せる。（健康を祈るため）・11 月
15 日にはやしきまつりをした（七
五三）・庚申祭､1 班6～9 戸で構
成､今は戸別で行う。 
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五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 

 

・大岩田2 区で毎年1 月に行われ
ている虚空蔵まつり 
むかしはあった 
・農家の結婚式：当日男性側の親
戚代表が花嫁の家にあいさつに行
き､その後花嫁の親戚代表が花嫁
と一緒に嫁入り先に挨拶を兼ねて
花嫁を連れてくる。そのときに小
さい男女が玄関先に提灯を持って
迎える。 

  

 
問 10 地域の伝統的な食文化 

一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

 

イナゴ､エビ､食用カエル､タニシ 
むかしはあった 
・戦後の昭和30 年代､家庭料理と
して「たん貝と大根の煮物､焼きさ
んま」あり 

 

霞ヶ浦のワカサギの煮干し 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 

 
 霞ヶ浦湖岸～鯰の煮こごり ・霞ヶ浦でたん貝を取り煮物があ

った。 
・イナゴの佃煮 他 

問 11 その他土浦地域に特有と思われる「もの」「こと」 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・大ケヤキ（矢作天神社､飯田三神
社（東郷揮毫石碑､大山揮毫鳥居) 
・大日如来塔（矢作鹿島神社､宍塚
般若寺) 
・尼港事件の犠牲者の碑(矢作に2
基あり) 
・ゴショグルマ(矢作・現在は宍塚
地内) 
・石造五輪塔群(宍塚般若寺) 
・馬頭観世音塔(宍塚般若寺)・六地
蔵石幢(上高津) 
・三嶋検校の墓(宍塚・墓地) 
・乃木希典揮毫の石碑(飯田・矢作
に各1 基) 
・松平氏の墓・大野竹軒の墓(立田
浄真寺) 

・真鍋5 丁目にある「西部十人請」
「並木十人請」など各23～24 戸か
らなる葬式の組合 
・頭山満を頭に､本間源一郎の「紫
山塾」 
・墓参りに花に名札をつける習慣
あり。しかし若い世代に移行後は
減少している。ただし土浦だけで
はなく､石岡地方ではこれに「花
筒」が加わるそうです。 
 

  ・石造宝篋印塔(上高津八坂神社) 
 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・鹿島神社のカヤ  
・鹿島神社アカガシ 
・白鳥のマテバシイ：別名サツマ
シイといわれるように､暖地の樹
で関東には少ない。巨樹が白鳥に
ある。 
・手野八坂神社のアラカシ：白鳥
にアラカシの巨樹がある。 
・沖宿台からの市街地､富士山を見
る夜景 
・戦車壕：太平洋戦争中米軍が鹿島
灘へ上陸したとき､戦車を隠す壕と
いわれる。昭和20年5～6月に兵隊
が地形を利用して､唐鍬とスコップ
で掘った壕である。 
・猪土手：観音寺裏と県道から常磐
線近くまであるのは猪土手と思わ
れる 

①大岩田鹿島神社本殿の胴羽目部
分 
②観音下共同墓地の石造り大日如
来像 
・他家の墓参りの際､花をだれが持
参したのかわかるように名札を付
けることは､土浦にきて初めて知
った。花屋に名札が売っていた。 
・大豆の煮たものに塩をふりかけ､
天日干しにした「干し納豆」お茶
と一緒に食したが､これは県南に
しか見られないとのこと。 

 

・大畑は生まれ育った地域ですが､
葬儀の時豆腐を食べる習慣があり
ます。今でも同じ習慣が残ってい
ます。（豆腐は貧富の差がない最
高のごちそうということですか
ね）私見ですが､昔から葬儀の手伝
いに集まると必ず豆腐の話が出て
きます。最近は斎場が多くなって
きましたが､それでも食事の片隅
に載っているようです） 

 

附-32 

 

 

 

 

 

 

 

地区名：土浦城下

町名 場所名 № 年号 年 月・日
1 中央1 亀城公園 1 山村才助贈位紀恩之碑 記念碑 大正 9 － 良好
2 中央1 亀城公園 2 原脩次郎君之贈 記念碑 － 1935 － 良好
3 中央1 亀城公園 3 土浦南ロータリークラブ創立10周年記念 記念碑 昭和 50 5.18 良好
4 中央1 亀城公園 4 亀城の泉 記念碑 昭和 45 6 良好
5 中央1 亀城公園 5 忠魂（碑） 慰霊碑 大正 11 5 良好
6 中央1 亀城公園 6 史跡　土浦城跡 記念碑 昭和 41 11.3 良好
7 中央1 亀城公園 7 史跡　土浦城跡及び櫓門 記念碑 昭和 43 10.23 良好
8 中央1 亀城公園 8 霞橋（かすみはし） 欄干 昭和 29 8 良好
9 中央1 亀城公園 9 茨城観光１００選　亀城公園 記念碑 昭和 60 3 良好
10 中央1 亀城公園 10 亀城公園之記 記念碑 昭和 30 － 良好
11 中央1 亀城公園 11 御倉橋（おくらはし） 欄干 昭和 29 9 欠けあり
12 中央1 亀城公園 12 聖徳太子酬恩碑 記念碑 昭和 11 2.15 良好
13 中央1 亀城公園 13 世間虚假唯仏是真 記念碑 昭和 41 7 良好
14 中央1 亀城公園 14 鳥居建立及境内整備記念 記念碑 平成 元 9 良好
15 中央1 亀城公園 15 亀山公園 記念碑 － － － 良好
16 城北 白水稲荷 1 がまの油 記念碑 昭和 58 5 良好
17 城北 白水稲荷 2 手水鉢 奉納物 明治 42 － 良好
18 城北 白水稲荷 3 稲荷 奉納物 昭和 26 － 良好
19 城北 白水稲荷 4 寄付芳名 記念碑 － － － 良好
20 城北 白水稲荷 5 （旗竿立て） 奉納物 昭和 41 10 良好
21 城北 月読神社 1 拝殿建築記念碑 記念碑 昭和 4 3 良好
22 城北 月読神社 2 石灯篭　1対 奉納物 昭和 8 12.23 良好
23 城北 月読神社 3 鳥居 奉納物 昭和 41 12月吉日 良好
24 城北 阿弥陀院 1 手水鉢 奉納物 昭和 11 10 良好
25 城北 阿弥陀院 2 庚申塔 記念碑 明治 14 7 剥離多い
26 城北 阿弥陀院 3 地蔵尊 奉納物 宝暦 2 酉正月吉日 良好
27 川口２ 天王塚 1 天王塚　八坂神社発祥の碑 記念碑 昭和 48 11 良好
28 川口２ 天王塚 2 天王塚　六百年祭記念 記念碑 昭和 8 10 良好
29 川口２ 天王塚 3 土浦耕地整理発祥の碑 記念碑 昭和 18 10 良好
30 川口２ 天王塚 4 （石碑：名称不明） ？ － － － 不良
31 湖北１ 湖北1公園 1 神林の都市づくりを記念する碑 記念碑 昭和 54 10 良好
32 川口２ 三神社 1 水神（灯篭） 奉納物 天保 7 正 良好
33 川口２ 三神社 2 水神宮鳥居（神明鳥居） 奉納物 － － － 良好
34 川口２ 三神社 3 基石 標石 － － － 良好
35 川口２ 三神社 4 鳥獣供養碑 供養碑 （平成） 7 3 良好
36 川口２ 三神社 5 鳥獣供養碑寄附者芳名 記念碑 － － － 良好
37 川口２ 三神社 6 失業対策事業二十周年記念碑 記念碑 － － － 良好
38 川口２ 三神社 7 包丁塚 供養碑 昭和 45 8 良好
39 川口２ 三神社 8 ポプラ植樹記念 記念碑 昭和 45 11 良好
40 川口２ マリーナ脇 1 色川三郎兵衛之像 記念碑 － － － 良好
41 川口２ マリーナ脇 2 故色川三郎兵衛君項頌徳碑 記念碑 明治 42 － 良好
42 川口２ 川口グランド脇 1 湖畔の桜 記念碑 昭和 63 4 良好
43 川口２ ハーバー前 1 湖畔に佇つ銅像 記念碑 平成 元 － 良好
44 川口１ モール 1 川口ショッピングモール陶板碑 記念碑 昭和 63 3 良好
45 川口１ モール 2 高田　保　像 記念碑 平成 8 3 良好
46 中央２ 大日堂 1 本町大日堂 石堂 － － － 良好
47 中央1 保立前 1 桜橋 欄干 － － － 良好
48 中央1 保立前 2 桜橋の煉瓦（2個） 橋の一部 － － － 良好
49 中央1 保立前 3 土浦町道路元標 標石 － － － 良好
50 中央1 不動院前 1 退筆塚 記念碑 文久 2 － 良好
51 中央1 不動院前 2 鳥居 鳥居 文化 8 － 良好
52 中央1 不動院前 3 旗のぼり立て 奉納物 天保 6 － 良好
53 中央1 天神 1 天神社 － － － － 良好
54 中央1 天神 2 手水鉢 奉納物 弘化 4 － 良好
55 大手 東光寺 1 乃木大将外祖父墓 墓石 － － － 良好

通算№ 調査物名 種別
場所

保存状況
年代
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附-31 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 

 

・大岩田2 区で毎年1 月に行われ
ている虚空蔵まつり 
むかしはあった 
・農家の結婚式：当日男性側の親
戚代表が花嫁の家にあいさつに行
き､その後花嫁の親戚代表が花嫁
と一緒に嫁入り先に挨拶を兼ねて
花嫁を連れてくる。そのときに小
さい男女が玄関先に提灯を持って
迎える。 

  

 
問 10 地域の伝統的な食文化 

一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

 

イナゴ､エビ､食用カエル､タニシ 
むかしはあった 
・戦後の昭和30 年代､家庭料理と
して「たん貝と大根の煮物､焼きさ
んま」あり 

 

霞ヶ浦のワカサギの煮干し 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 

 
 霞ヶ浦湖岸～鯰の煮こごり ・霞ヶ浦でたん貝を取り煮物があ

った。 
・イナゴの佃煮 他 

問 11 その他土浦地域に特有と思われる「もの」「こと」 
一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 

・大ケヤキ（矢作天神社､飯田三神
社（東郷揮毫石碑､大山揮毫鳥居) 
・大日如来塔（矢作鹿島神社､宍塚
般若寺) 
・尼港事件の犠牲者の碑(矢作に2
基あり) 
・ゴショグルマ(矢作・現在は宍塚
地内) 
・石造五輪塔群(宍塚般若寺) 
・馬頭観世音塔(宍塚般若寺)・六地
蔵石幢(上高津) 
・三嶋検校の墓(宍塚・墓地) 
・乃木希典揮毫の石碑(飯田・矢作
に各1 基) 
・松平氏の墓・大野竹軒の墓(立田
浄真寺) 

・真鍋5 丁目にある「西部十人請」
「並木十人請」など各23～24 戸か
らなる葬式の組合 
・頭山満を頭に､本間源一郎の「紫
山塾」 
・墓参りに花に名札をつける習慣
あり。しかし若い世代に移行後は
減少している。ただし土浦だけで
はなく､石岡地方ではこれに「花
筒」が加わるそうです。 
 

  ・石造宝篋印塔(上高津八坂神社) 
 

五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 
・鹿島神社のカヤ  
・鹿島神社アカガシ 
・白鳥のマテバシイ：別名サツマ
シイといわれるように､暖地の樹
で関東には少ない。巨樹が白鳥に
ある。 
・手野八坂神社のアラカシ：白鳥
にアラカシの巨樹がある。 
・沖宿台からの市街地､富士山を見
る夜景 
・戦車壕：太平洋戦争中米軍が鹿島
灘へ上陸したとき､戦車を隠す壕と
いわれる。昭和20年5～6月に兵隊
が地形を利用して､唐鍬とスコップ
で掘った壕である。 
・猪土手：観音寺裏と県道から常磐
線近くまであるのは猪土手と思わ
れる 

①大岩田鹿島神社本殿の胴羽目部
分 
②観音下共同墓地の石造り大日如
来像 
・他家の墓参りの際､花をだれが持
参したのかわかるように名札を付
けることは､土浦にきて初めて知
った。花屋に名札が売っていた。 
・大豆の煮たものに塩をふりかけ､
天日干しにした「干し納豆」お茶
と一緒に食したが､これは県南に
しか見られないとのこと。 

 

・大畑は生まれ育った地域ですが､
葬儀の時豆腐を食べる習慣があり
ます。今でも同じ習慣が残ってい
ます。（豆腐は貧富の差がない最
高のごちそうということですか
ね）私見ですが､昔から葬儀の手伝
いに集まると必ず豆腐の話が出て
きます。最近は斎場が多くなって
きましたが､それでも食事の片隅
に載っているようです） 

 

附-32 

 

 

 

 

 

 

 

地区名：土浦城下

町名 場所名 № 年号 年 月・日
1 中央1 亀城公園 1 山村才助贈位紀恩之碑 記念碑 大正 9 － 良好
2 中央1 亀城公園 2 原脩次郎君之贈 記念碑 － 1935 － 良好
3 中央1 亀城公園 3 土浦南ロータリークラブ創立10周年記念 記念碑 昭和 50 5.18 良好
4 中央1 亀城公園 4 亀城の泉 記念碑 昭和 45 6 良好
5 中央1 亀城公園 5 忠魂（碑） 慰霊碑 大正 11 5 良好
6 中央1 亀城公園 6 史跡　土浦城跡 記念碑 昭和 41 11.3 良好
7 中央1 亀城公園 7 史跡　土浦城跡及び櫓門 記念碑 昭和 43 10.23 良好
8 中央1 亀城公園 8 霞橋（かすみはし） 欄干 昭和 29 8 良好
9 中央1 亀城公園 9 茨城観光１００選　亀城公園 記念碑 昭和 60 3 良好
10 中央1 亀城公園 10 亀城公園之記 記念碑 昭和 30 － 良好
11 中央1 亀城公園 11 御倉橋（おくらはし） 欄干 昭和 29 9 欠けあり
12 中央1 亀城公園 12 聖徳太子酬恩碑 記念碑 昭和 11 2.15 良好
13 中央1 亀城公園 13 世間虚假唯仏是真 記念碑 昭和 41 7 良好
14 中央1 亀城公園 14 鳥居建立及境内整備記念 記念碑 平成 元 9 良好
15 中央1 亀城公園 15 亀山公園 記念碑 － － － 良好
16 城北 白水稲荷 1 がまの油 記念碑 昭和 58 5 良好
17 城北 白水稲荷 2 手水鉢 奉納物 明治 42 － 良好
18 城北 白水稲荷 3 稲荷 奉納物 昭和 26 － 良好
19 城北 白水稲荷 4 寄付芳名 記念碑 － － － 良好
20 城北 白水稲荷 5 （旗竿立て） 奉納物 昭和 41 10 良好
21 城北 月読神社 1 拝殿建築記念碑 記念碑 昭和 4 3 良好
22 城北 月読神社 2 石灯篭　1対 奉納物 昭和 8 12.23 良好
23 城北 月読神社 3 鳥居 奉納物 昭和 41 12月吉日 良好
24 城北 阿弥陀院 1 手水鉢 奉納物 昭和 11 10 良好
25 城北 阿弥陀院 2 庚申塔 記念碑 明治 14 7 剥離多い
26 城北 阿弥陀院 3 地蔵尊 奉納物 宝暦 2 酉正月吉日 良好
27 川口２ 天王塚 1 天王塚　八坂神社発祥の碑 記念碑 昭和 48 11 良好
28 川口２ 天王塚 2 天王塚　六百年祭記念 記念碑 昭和 8 10 良好
29 川口２ 天王塚 3 土浦耕地整理発祥の碑 記念碑 昭和 18 10 良好
30 川口２ 天王塚 4 （石碑：名称不明） ？ － － － 不良
31 湖北１ 湖北1公園 1 神林の都市づくりを記念する碑 記念碑 昭和 54 10 良好
32 川口２ 三神社 1 水神（灯篭） 奉納物 天保 7 正 良好
33 川口２ 三神社 2 水神宮鳥居（神明鳥居） 奉納物 － － － 良好
34 川口２ 三神社 3 基石 標石 － － － 良好
35 川口２ 三神社 4 鳥獣供養碑 供養碑 （平成） 7 3 良好
36 川口２ 三神社 5 鳥獣供養碑寄附者芳名 記念碑 － － － 良好
37 川口２ 三神社 6 失業対策事業二十周年記念碑 記念碑 － － － 良好
38 川口２ 三神社 7 包丁塚 供養碑 昭和 45 8 良好
39 川口２ 三神社 8 ポプラ植樹記念 記念碑 昭和 45 11 良好
40 川口２ マリーナ脇 1 色川三郎兵衛之像 記念碑 － － － 良好
41 川口２ マリーナ脇 2 故色川三郎兵衛君項頌徳碑 記念碑 明治 42 － 良好
42 川口２ 川口グランド脇 1 湖畔の桜 記念碑 昭和 63 4 良好
43 川口２ ハーバー前 1 湖畔に佇つ銅像 記念碑 平成 元 － 良好
44 川口１ モール 1 川口ショッピングモール陶板碑 記念碑 昭和 63 3 良好
45 川口１ モール 2 高田　保　像 記念碑 平成 8 3 良好
46 中央２ 大日堂 1 本町大日堂 石堂 － － － 良好
47 中央1 保立前 1 桜橋 欄干 － － － 良好
48 中央1 保立前 2 桜橋の煉瓦（2個） 橋の一部 － － － 良好
49 中央1 保立前 3 土浦町道路元標 標石 － － － 良好
50 中央1 不動院前 1 退筆塚 記念碑 文久 2 － 良好
51 中央1 不動院前 2 鳥居 鳥居 文化 8 － 良好
52 中央1 不動院前 3 旗のぼり立て 奉納物 天保 6 － 良好
53 中央1 天神 1 天神社 － － － － 良好
54 中央1 天神 2 手水鉢 奉納物 弘化 4 － 良好
55 大手 東光寺 1 乃木大将外祖父墓 墓石 － － － 良好

通算№ 調査物名 種別
場所

保存状況
年代
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町名 場所名 № 年号 年 月・日
56 大手 華蔵院 1 中村治助墓碑 墓碑 文化 10 － 良好
57 大手 華蔵院 2 手塚一斎墓碑 墓碑 嘉永 5 － 良好
58 大手 華蔵院 3 高野四明 墓碑 － － － 良好
59 田中 五社 1 五社神社改修記念 記念碑 明治 42 12 良好
60 田中 八幡 1 狛犬 奉納物 明治 34 － 良好
61 田中 八幡 2 山車竣工記念碑 記念碑 昭和 63 4 良好
62 田中 八幡 3 八百年記念碑 記念碑 昭和 11 － 良好
63 田中 八幡 4 鳥居改修記念碑 記念碑 昭和 58 9 良好
64 田中 八幡 5 二十三夜供養塔 供養碑 － － － 良好
65 田中 八幡 6 手洗い石 奉納物 文化 11 11 良好
66 田中 八幡 7 待二十三夜供養塔 供養碑 享保 － 11 良好
67 田中 八幡 8 二十三夜塔 供養碑 文化 12 9 良好
68 田中 八幡 9 灯篭 奉納物 安政 3 10 良好
69 田中 八幡 10 手洗い石 奉納物 － － － 良好
70 田中 八幡 11 石祠 奉納物 明治 26 － 良好
71 田中 八幡 12 青面金剛供養塔 供養碑 天明 3 － 良好
72 田中 八幡 13 灯篭 奉納物 平成 6 10 良好
73 田中 八幡 14 庚申塔 供養碑 万延 元 5 良好
74 田中 八幡 15 道標 道標 － － － 良好
75 田中 八幡 16 中城町年番普請の碑 記念碑 天保 9 4 良好
76 田中 八幡 17 大洪水記念碑 記念碑 昭和 14 5 良好
77 田中 八幡 18 石祠（石宮） 奉納物 文政 元 － 良好
78 田中 八幡 19 板碑（供養碑） 供養碑 宝暦 3 3 良好
79 田中 八幡 20 灯篭 奉納物 － － － 良好
80 田中 八幡 21 営繕記念碑 記念碑 平成 5 5 良好
81 田中 八幡 22 板碑（供養塔） 供養碑 － － － 良好
82 千束 道祖神 1 植桜碑 記念碑 昭和 6 － 良好
83 桜４ 排水木脇 1 御大典記念 記念碑 昭和 3 5 良好
84 有明 JR寮内 1 慰霊碑 慰霊碑 昭和 61 6 良好
85 文京 神龍寺 1 秋元梅峰像 記念碑 昭和 57 － 良好
86 文京 神龍寺 2 色川三中翁記念碑 記念碑 大正 8 11 良好
87 文京 神龍寺 3 入江君之碑 墓碑 大正 8 5 良好
88 文京 神龍寺 4 不許葷酒入山門 その他 延享 3 － 良好
89 文京 神龍寺 5 交通事故遭難者慰霊 慰霊碑 昭和 34 2 良好
90 文京 神龍寺 7 慰霊塔 慰霊碑 昭和 60 12 良好
91 文京 神龍寺 8 物故者氏名 慰霊碑 － － － 良好
92 文京 神龍寺 9 航空隊殉職者供養塔 慰霊碑 昭和 10 10 良好
93 文京 神龍寺 10 供養塔賛助者芳名 慰霊碑 － － － 良好
94 立田 浄真寺 1 霊廟（松平家初代藩主） 墓碑 － － － 良好
95 立田 浄真寺 2 （付属　灯篭） 霊廟付属 延享 4 － 良好
96 立田 浄真寺 3 竹軒大野先生墓碑 墓碑 天保 9 － 良好
97 港町 公園内 1 藤川捨吉翁之碑 顕彰碑 昭和 23 4 良好
98 港町 公園内 2 藤川捨吉翁公徳碑移転について 顕彰碑 1991 － 4 良好
99 港町 公園内 3 修復工事を行う（碑） 記念碑 平成 21 12月吉日 良好

100 東崎 鷲宮 1 芭蕉句碑 句碑 － － － 良好
101 東崎 鷲宮 2 参拝記念　常陸山 記念碑 大正 12 2 良好
102 東崎 鷲宮 3 丸木組碑 記念碑 － － － 良好
103 東崎 鷲宮 4 鷲宮植樹記念碑 記念碑 － － － 良好
104 東崎 鷲宮 5 久松五右衛門顕彰碑 顕彰碑 昭和 41 8 良好
105 東崎 鷲宮 7 石額寄付 記念碑 － － － 良好
106 東崎 鷲宮 8 幟たて その他 天保 13 1 良好
107 東崎 鷲宮 9 灯篭 奉納物 寛政 7 11 良好
108 東崎 鷲宮 10 灯篭 奉納物 昭和 ？ 5 良好
109 東崎 鷲宮 11 神名塔 奉納物 明治 34 5 良好
110 東崎 鷲宮 12 久松五右衛門翁之像 奉納物 昭和 41 8 良好

保存状況通算№
場所

調査物名 種別
年代

附-34 

 
 
 
 
 
 

地区名：真鍋

町名 場所名 № 年号 年 月・日
1 真鍋 真延寺 1 顕彰碑 記念碑 平成 3 11・23 良好
2 真鍋 真延寺 2 七福神像 奉納物 平成 5 11吉日 良好
3 真鍋 愛宕社 1 忠魂碑　大貫大助君没 慰霊碑 明治 42 10 良好
4 真鍋 愛宕社 2 （小室）先生の碑 記念碑 明治 22 8.2 やや不良
5 真鍋 愛宕社 3 遠照 奉納物 明治 16 12 良好
6 真鍋 愛宕社 4 御神燈 奉納物 明治 16 9 良好
7 真鍋 愛宕社 5 老谷木原先生之碑 記念碑 明治 18 6 良好
8 真鍋 八坂社 1 狛犬　1対 奉納物 嘉永 5 3 良好
9 真鍋 八坂社 2 御神燈（1対） 奉納物 文化 4 11 良好
10 真鍋 八坂社 3 六百年記念碑 記念碑 昭和 9 4 良好
11 真鍋 八坂社 4 羽黒山神社合祀記念碑 記念碑 大正 2 7 良好
12 真鍋 八坂社 5 鶴翁桜　歌碑 記念碑 昭和 － － 良好
13 真鍋 八坂社 6 忠魂碑　 慰霊碑 昭和 19 6 良好
14 真鍋 八坂社 7 土浦市文化財指定営繕之碑 記念碑 平成 19 － 良好
15 真鍋 八坂社 8 営繕記念 記念碑 昭和 6 － 良好
16 真鍋 真鍋6 1 馬頭観音（道標） 奉納物 昭和 6 － 良好
17 真鍋 鹿島社 1 村社　鹿島神社　皇紀二千六百年 記念碑 昭和 15 11 良好
18 真鍋 鹿島社 2 忠魂永存 慰霊碑 昭和 32 － 良好
19 真鍋 真鍋 1 紀元二千六百年記念　畏天命　碑 記念碑 昭和 15 10 良好
20 板谷 松並木 1 電燈建設記念碑（兼　道標） 記念碑 昭和 4 4 良好
21 木田余 鹿島八坂社 1 鹿島八坂社　鳥居 奉納物 文化 12 － 良好
22 木田余 鹿島八坂社 2 永代神楽記念碑 記念碑 昭和 14 2 良好
23 木田余 鹿島八坂社 3 鹿島神社改築事業記念碑 記念碑 平成 26 4 良好
24 木田余 宝積寺 1 馬頭観音 奉納物 大正 15 － 良好
25 木田余 宝積寺 2 傳芳　天谷要平翁頌徳碑 記念碑 大正 9 － 良好
26 木田余 宝積寺 3 慰霊塔（忠魂碑） 記念碑 昭和 22 － 良好
27 木田余 宝積寺 4 如意輪観音 奉納物 天保 － 11 良好
28 木田余 宝積寺 5 十九夜供養塔 奉納物 文政 13 － 良好
29 真鍋 善応寺 1 東雄先生紀徳之碑 記念碑 明治 25 5 良好
30 真鍋 善応寺 2 東雄歌碑 記念碑 昭和 19 － 良好
31 真鍋 善応寺 3 彰義　柳澤堅蔵の碑 記念碑 昭和 57 3 良好
32 真鍋 善応寺 4 光明真言塔 奉納物 － － － 良好
33 真鍋 善応寺 5 慰霊碑　国定少佐 慰霊碑 昭和 36 8 良好
34 真鍋 善応寺 6 歌碑 記念碑 大正 10 3 良好
35 真鍋 善応寺 7 念仏塔 奉納物 － － － 良好
36 真鍋 善応寺 8 宝篋印塔 奉納物 延享 元 12 良好
37 真鍋 市民会館 1 東真鍋木田余地区土地改良事業竣工記念 記念碑 昭和 46 4 良好

保存状況通算№
場所

調査物名 種別
年代
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町名 場所名 № 年号 年 月・日
56 大手 華蔵院 1 中村治助墓碑 墓碑 文化 10 － 良好
57 大手 華蔵院 2 手塚一斎墓碑 墓碑 嘉永 5 － 良好
58 大手 華蔵院 3 高野四明 墓碑 － － － 良好
59 田中 五社 1 五社神社改修記念 記念碑 明治 42 12 良好
60 田中 八幡 1 狛犬 奉納物 明治 34 － 良好
61 田中 八幡 2 山車竣工記念碑 記念碑 昭和 63 4 良好
62 田中 八幡 3 八百年記念碑 記念碑 昭和 11 － 良好
63 田中 八幡 4 鳥居改修記念碑 記念碑 昭和 58 9 良好
64 田中 八幡 5 二十三夜供養塔 供養碑 － － － 良好
65 田中 八幡 6 手洗い石 奉納物 文化 11 11 良好
66 田中 八幡 7 待二十三夜供養塔 供養碑 享保 － 11 良好
67 田中 八幡 8 二十三夜塔 供養碑 文化 12 9 良好
68 田中 八幡 9 灯篭 奉納物 安政 3 10 良好
69 田中 八幡 10 手洗い石 奉納物 － － － 良好
70 田中 八幡 11 石祠 奉納物 明治 26 － 良好
71 田中 八幡 12 青面金剛供養塔 供養碑 天明 3 － 良好
72 田中 八幡 13 灯篭 奉納物 平成 6 10 良好
73 田中 八幡 14 庚申塔 供養碑 万延 元 5 良好
74 田中 八幡 15 道標 道標 － － － 良好
75 田中 八幡 16 中城町年番普請の碑 記念碑 天保 9 4 良好
76 田中 八幡 17 大洪水記念碑 記念碑 昭和 14 5 良好
77 田中 八幡 18 石祠（石宮） 奉納物 文政 元 － 良好
78 田中 八幡 19 板碑（供養碑） 供養碑 宝暦 3 3 良好
79 田中 八幡 20 灯篭 奉納物 － － － 良好
80 田中 八幡 21 営繕記念碑 記念碑 平成 5 5 良好
81 田中 八幡 22 板碑（供養塔） 供養碑 － － － 良好
82 千束 道祖神 1 植桜碑 記念碑 昭和 6 － 良好
83 桜４ 排水木脇 1 御大典記念 記念碑 昭和 3 5 良好
84 有明 JR寮内 1 慰霊碑 慰霊碑 昭和 61 6 良好
85 文京 神龍寺 1 秋元梅峰像 記念碑 昭和 57 － 良好
86 文京 神龍寺 2 色川三中翁記念碑 記念碑 大正 8 11 良好
87 文京 神龍寺 3 入江君之碑 墓碑 大正 8 5 良好
88 文京 神龍寺 4 不許葷酒入山門 その他 延享 3 － 良好
89 文京 神龍寺 5 交通事故遭難者慰霊 慰霊碑 昭和 34 2 良好
90 文京 神龍寺 7 慰霊塔 慰霊碑 昭和 60 12 良好
91 文京 神龍寺 8 物故者氏名 慰霊碑 － － － 良好
92 文京 神龍寺 9 航空隊殉職者供養塔 慰霊碑 昭和 10 10 良好
93 文京 神龍寺 10 供養塔賛助者芳名 慰霊碑 － － － 良好
94 立田 浄真寺 1 霊廟（松平家初代藩主） 墓碑 － － － 良好
95 立田 浄真寺 2 （付属　灯篭） 霊廟付属 延享 4 － 良好
96 立田 浄真寺 3 竹軒大野先生墓碑 墓碑 天保 9 － 良好
97 港町 公園内 1 藤川捨吉翁之碑 顕彰碑 昭和 23 4 良好
98 港町 公園内 2 藤川捨吉翁公徳碑移転について 顕彰碑 1991 － 4 良好
99 港町 公園内 3 修復工事を行う（碑） 記念碑 平成 21 12月吉日 良好

100 東崎 鷲宮 1 芭蕉句碑 句碑 － － － 良好
101 東崎 鷲宮 2 参拝記念　常陸山 記念碑 大正 12 2 良好
102 東崎 鷲宮 3 丸木組碑 記念碑 － － － 良好
103 東崎 鷲宮 4 鷲宮植樹記念碑 記念碑 － － － 良好
104 東崎 鷲宮 5 久松五右衛門顕彰碑 顕彰碑 昭和 41 8 良好
105 東崎 鷲宮 7 石額寄付 記念碑 － － － 良好
106 東崎 鷲宮 8 幟たて その他 天保 13 1 良好
107 東崎 鷲宮 9 灯篭 奉納物 寛政 7 11 良好
108 東崎 鷲宮 10 灯篭 奉納物 昭和 ？ 5 良好
109 東崎 鷲宮 11 神名塔 奉納物 明治 34 5 良好
110 東崎 鷲宮 12 久松五右衛門翁之像 奉納物 昭和 41 8 良好
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地区名：真鍋

町名 場所名 № 年号 年 月・日
1 真鍋 真延寺 1 顕彰碑 記念碑 平成 3 11・23 良好
2 真鍋 真延寺 2 七福神像 奉納物 平成 5 11吉日 良好
3 真鍋 愛宕社 1 忠魂碑　大貫大助君没 慰霊碑 明治 42 10 良好
4 真鍋 愛宕社 2 （小室）先生の碑 記念碑 明治 22 8.2 やや不良
5 真鍋 愛宕社 3 遠照 奉納物 明治 16 12 良好
6 真鍋 愛宕社 4 御神燈 奉納物 明治 16 9 良好
7 真鍋 愛宕社 5 老谷木原先生之碑 記念碑 明治 18 6 良好
8 真鍋 八坂社 1 狛犬　1対 奉納物 嘉永 5 3 良好
9 真鍋 八坂社 2 御神燈（1対） 奉納物 文化 4 11 良好
10 真鍋 八坂社 3 六百年記念碑 記念碑 昭和 9 4 良好
11 真鍋 八坂社 4 羽黒山神社合祀記念碑 記念碑 大正 2 7 良好
12 真鍋 八坂社 5 鶴翁桜　歌碑 記念碑 昭和 － － 良好
13 真鍋 八坂社 6 忠魂碑　 慰霊碑 昭和 19 6 良好
14 真鍋 八坂社 7 土浦市文化財指定営繕之碑 記念碑 平成 19 － 良好
15 真鍋 八坂社 8 営繕記念 記念碑 昭和 6 － 良好
16 真鍋 真鍋6 1 馬頭観音（道標） 奉納物 昭和 6 － 良好
17 真鍋 鹿島社 1 村社　鹿島神社　皇紀二千六百年 記念碑 昭和 15 11 良好
18 真鍋 鹿島社 2 忠魂永存 慰霊碑 昭和 32 － 良好
19 真鍋 真鍋 1 紀元二千六百年記念　畏天命　碑 記念碑 昭和 15 10 良好
20 板谷 松並木 1 電燈建設記念碑（兼　道標） 記念碑 昭和 4 4 良好
21 木田余 鹿島八坂社 1 鹿島八坂社　鳥居 奉納物 文化 12 － 良好
22 木田余 鹿島八坂社 2 永代神楽記念碑 記念碑 昭和 14 2 良好
23 木田余 鹿島八坂社 3 鹿島神社改築事業記念碑 記念碑 平成 26 4 良好
24 木田余 宝積寺 1 馬頭観音 奉納物 大正 15 － 良好
25 木田余 宝積寺 2 傳芳　天谷要平翁頌徳碑 記念碑 大正 9 － 良好
26 木田余 宝積寺 3 慰霊塔（忠魂碑） 記念碑 昭和 22 － 良好
27 木田余 宝積寺 4 如意輪観音 奉納物 天保 － 11 良好
28 木田余 宝積寺 5 十九夜供養塔 奉納物 文政 13 － 良好
29 真鍋 善応寺 1 東雄先生紀徳之碑 記念碑 明治 25 5 良好
30 真鍋 善応寺 2 東雄歌碑 記念碑 昭和 19 － 良好
31 真鍋 善応寺 3 彰義　柳澤堅蔵の碑 記念碑 昭和 57 3 良好
32 真鍋 善応寺 4 光明真言塔 奉納物 － － － 良好
33 真鍋 善応寺 5 慰霊碑　国定少佐 慰霊碑 昭和 36 8 良好
34 真鍋 善応寺 6 歌碑 記念碑 大正 10 3 良好
35 真鍋 善応寺 7 念仏塔 奉納物 － － － 良好
36 真鍋 善応寺 8 宝篋印塔 奉納物 延享 元 12 良好
37 真鍋 市民会館 1 東真鍋木田余地区土地改良事業竣工記念 記念碑 昭和 46 4 良好
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地区名：新治

町名 場所名 № 年号 年 月・日
1 藤沢 八坂神社 1 稲田明神遷宮記念碑 記念碑 平成 12 10 良好
2 藤沢 八坂神社 2 皇紀2千六百年記念 記念碑 昭和 15 － 良好
3 藤沢 藤房卿遺跡 1 荒木貞夫閣下記念植樹 記念碑 昭和 11 11.14 良好
4 藤沢 藤房卿遺跡 2 歌碑 歌碑 明治 11 4 良好
5 藤沢 藤房卿遺跡 3 忠魂碑 慰霊碑 大正 10 4 良好
6 藤沢 藤房卿遺跡 4 万里小路藤房公遺迹碑 記念碑 － － － 良好
7 藤沢 藤房卿遺跡 5 万里小路藤房公遺蹟 記念碑 昭和 9 3.13 良好
8 藤沢 農協 1 畜魂碑 供養碑 昭和 47 9.24 良好
9 藤沢 農協 2 開道創里（125号バイパス記念碑） 記念碑 平成 元 4 良好

10 藤沢 新治公 1 新治村民憲章 記念碑 昭和 60 9.1 良好
11 藤沢 新治公 2 新治村・土浦市合併記念碑 記念碑 平成 18 2 良好
12 藤沢 新治公 3 村有林記念碑 記念碑 昭和 38 － 良好
13 藤沢 十三塚 1 庚申碑（道標） 記念碑 明治 23 － 良好
14 藤沢 愛宕後 1 庚申塔（兼道標）　　市指定 記念碑 江戸 － 後期 良好
15 藤沢 旧藤沢小 1 賛梅碑 記念碑 昭和 10 8 良好
16 藤沢 池脇 1 土地改良記念碑 記念碑 昭和 49 12 良好
17 藤沢 旧役場跡 1 藤沢村道路（原標） その他 ？ － － 良好
18 藤沢 旧役場跡 2 藤沢防空監視哨之跡 記念碑 昭和 50 8.15 良好
19 沢辺 村内 1 中島海軍二等兵曹彰勇碑 慰霊碑 明治 41 － 良好
20 沢辺 改善センター 1 土地改良事業竣工記念 記念碑 昭和 46 4.01 良好
21 沢辺 八幡社前 1 招魂碑 慰霊碑 昭和 28 4.21 良好
22 小高 金嶽社 1 詩碑 記念碑 平成 12 12 良好
23 小高 金嶽社 2 金嶽神社移転碑 記念碑 昭和 52 1 良好
24 小高 金嶽社 3 金嶽神社沿革 記念碑 平成 10 7 良好
25 小高 高崎山 1 名蹟　一本松　幷土地 記念碑 昭和 10 2 良好
26 田宮 梶の宮下 1 土地改良事業記念碑 記念碑 昭和 51 7 良好
27 田宮 梶の宮 1 御即位御大典記念 記念碑 大正 4 12 良好
28 田宮 梶の宮 2 茨城県無形民俗文化財田宮囃子 記念碑 昭和 53 1 良好
29 田宮 梶の宮 3 田宮囃子保存会発足50周年記念 記念碑 平成 16 12 良好
30 田宮 梶の宮 4 御即位記念・新治村の昔話刊行 記念碑 平成 2 10.16 良好
31 田宮 梶の宮 5 忠魂（碑） 慰霊碑 昭和 27 11.30 良好
32 本郷 山ノ荘小 1 忠魂碑 慰霊碑 昭和 29 11 良好
33 本郷 山ノ荘小 2 頌徳　岡田春次郎・赤根専次郎先生之碑 記念碑 昭和 39 3 良好
34 永井 旧永井小跡地 1 頌徳　岡田夏之助・井坂魁一郎先生碑 記念碑 昭和 38 12 良好
35 大志戸 交差点 1 馬頭観音・道標 道標 明治 28 11 良好
36 東城寺 境内 1 東城寺参道完成記念 記念碑 昭和 53 9 良好
37 東城寺 境内 2 當山〇〇 不明 ？ － － 不良
38 東城寺 境内 3 東城寺再建記念碑 記念碑 平成 16 11 良好
39 東城寺 境内 4 朝望山東城寺仏窟造成頌徳碑 記念碑 平成 8 8 良好
40 東城寺 境内 5 東城寺表道路拡張工事竣工記念 記念碑 昭和 58 8 良好
41 東城寺 日枝神社 1 儀式殿改修記念 記念碑 平成 22 5 良好
42 東城寺 日枝神社 2 職工祖神 記念碑 昭和 4 10.22 良好
43 東城寺 日枝神社 3 旧山ノ荘村職工組合の碑 記念碑 平成 13 12 良好
44 東城寺 日枝神社 4 茨城百景山の荘 記念碑 昭和 62 12 良好
45 東城寺 日枝神社 5 日枝神社流鏑馬祭の碑 記念碑 平成 6 11 良好
46 東城寺 日枝神社 6 奉納　日枝神社創建1180年記念 記念碑 昭和 61 12 良好
47 東城寺 日枝神社 7 凱旋記念碑 記念碑 明治 28 － 良好
48 東城寺 日枝神社 8 祝征清全堹 記念碑 明治 28 － 良好
49 小野 日枝神社脇 1 忠勇（故近衛師団岡田君墓標） 慰霊碑 ？ － － 良好
50 大畑 鷲神社 1 からかさ万灯の地 記念碑 昭和 54 3 良好
51 大畑 鷲神社 2 大東亜戦必勝祈願碑 記念碑 昭和 18 2.21 良好
52 大畑 鷲神社 3 鷲神社再建竣工記念碑 記念碑 平成 12 12 良好
53 大畑 鷲神社 4 招魂 慰霊碑 昭和 28 3 良好
54 大畑 前山 1 道標 道標 ？ － － 良好
55 大畑 榎戸 1 道標 道標 昭和 － － 良好
56 大畑 新田公民館 1 稲荷 その他 昭和 11 11 良好

保存状況通算№
場所

調査物名 種別
年代

附-36 

１．調査の目的

２．調査方法

（１）調査対象者

・

（２）調査方法

・

・

（３）調査期間

・

３．配布・回収状況

・ 配付数：2、988票
・
・ 回収率：30.5%

４．アンケート調査の分析にあたっての注意事項

・

・

・

・

※

５．アンケート調査項目 ※SA（単一回答）、MA（複数回答）、FA（自由記述回答）

問番号 回答形式

属性

性別 ＳＡ

年齢 ＳＡ

居住地区 ＳＡ

設問

問１ 市の「地域の宝」への興味・関心度合い ＳＡ

問２ 興味・関心のある「地域の宝」 MＡ

問３ 「地域の宝」に関する活動状況 MＡ

問４ 「地域の宝」に関する活動を行う上での必要な支援 MＡ

問５ 「地域の宝」に関する活動を開始する上で必要な支援 MＡ

問６ MＡ

問７ 「地域の宝」に興味・関心がない理由 MＡ

問８ 「地域の宝」に対する活動の認知及び参加状況 MＡ

問９ 「地域の宝」に関わる団体の認知度 MＡ

問10 地域計画に盛り込んで取り組んでほしいこと MＡ

問11 「地域の宝」の中で、特に活用してほしいもの FA

問12 その他市の「地域の宝」についてご意見 FA

回答が少数である場合の比率については、特定の意向が強く反映される場合があります。

有効回答者数は各設問に（N＝●●）で表してあります。回答数が限定されている設問で規定数以上を選択している場合
や、対象者限定の設問で該当しない人が選択した票はカウントしていません。

調査内容

「地域の宝」に対する活動をしたいと思わない理由

土浦市の「地域の宝」に関するアンケート　単純集計結果

　本アンケートは、文化財保存活用地域計画作成の参考とするため、土浦市内に存在する「地域の宝」に対する認識や、市民の活動
状況などについて調査したものです。

無作為抽出の18歳～84歳までの市民2、988名を対象

郵送での配布・回収

ＷＥＢサイトでの回収

令和３年11月24日～12月24日

集計した数値（%）は、小数第２位を四捨五入した小数第１位までの表示となっています。したがって、シングル・アンサー〈Ｓ
Ａ〉（１つの選択肢のみを回答する設問）の合計は、100.0%とならない場合があります。

回答者数を分母として割合（%）を計算しているため、マルチ・アンサー〈ＭＡ〉（複数の選択肢を回答する設問）の各選択肢の
割合を合計した場合、100.0%を超えた数値となります。

グラフや表中の回答選択肢は、短縮して表記している場合があります。

回収数：911票（紙回収：714票　WEB回収：197票）
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地区名：新治

町名 場所名 № 年号 年 月・日
1 藤沢 八坂神社 1 稲田明神遷宮記念碑 記念碑 平成 12 10 良好
2 藤沢 八坂神社 2 皇紀2千六百年記念 記念碑 昭和 15 － 良好
3 藤沢 藤房卿遺跡 1 荒木貞夫閣下記念植樹 記念碑 昭和 11 11.14 良好
4 藤沢 藤房卿遺跡 2 歌碑 歌碑 明治 11 4 良好
5 藤沢 藤房卿遺跡 3 忠魂碑 慰霊碑 大正 10 4 良好
6 藤沢 藤房卿遺跡 4 万里小路藤房公遺迹碑 記念碑 － － － 良好
7 藤沢 藤房卿遺跡 5 万里小路藤房公遺蹟 記念碑 昭和 9 3.13 良好
8 藤沢 農協 1 畜魂碑 供養碑 昭和 47 9.24 良好
9 藤沢 農協 2 開道創里（125号バイパス記念碑） 記念碑 平成 元 4 良好

10 藤沢 新治公 1 新治村民憲章 記念碑 昭和 60 9.1 良好
11 藤沢 新治公 2 新治村・土浦市合併記念碑 記念碑 平成 18 2 良好
12 藤沢 新治公 3 村有林記念碑 記念碑 昭和 38 － 良好
13 藤沢 十三塚 1 庚申碑（道標） 記念碑 明治 23 － 良好
14 藤沢 愛宕後 1 庚申塔（兼道標）　　市指定 記念碑 江戸 － 後期 良好
15 藤沢 旧藤沢小 1 賛梅碑 記念碑 昭和 10 8 良好
16 藤沢 池脇 1 土地改良記念碑 記念碑 昭和 49 12 良好
17 藤沢 旧役場跡 1 藤沢村道路（原標） その他 ？ － － 良好
18 藤沢 旧役場跡 2 藤沢防空監視哨之跡 記念碑 昭和 50 8.15 良好
19 沢辺 村内 1 中島海軍二等兵曹彰勇碑 慰霊碑 明治 41 － 良好
20 沢辺 改善センター 1 土地改良事業竣工記念 記念碑 昭和 46 4.01 良好
21 沢辺 八幡社前 1 招魂碑 慰霊碑 昭和 28 4.21 良好
22 小高 金嶽社 1 詩碑 記念碑 平成 12 12 良好
23 小高 金嶽社 2 金嶽神社移転碑 記念碑 昭和 52 1 良好
24 小高 金嶽社 3 金嶽神社沿革 記念碑 平成 10 7 良好
25 小高 高崎山 1 名蹟　一本松　幷土地 記念碑 昭和 10 2 良好
26 田宮 梶の宮下 1 土地改良事業記念碑 記念碑 昭和 51 7 良好
27 田宮 梶の宮 1 御即位御大典記念 記念碑 大正 4 12 良好
28 田宮 梶の宮 2 茨城県無形民俗文化財田宮囃子 記念碑 昭和 53 1 良好
29 田宮 梶の宮 3 田宮囃子保存会発足50周年記念 記念碑 平成 16 12 良好
30 田宮 梶の宮 4 御即位記念・新治村の昔話刊行 記念碑 平成 2 10.16 良好
31 田宮 梶の宮 5 忠魂（碑） 慰霊碑 昭和 27 11.30 良好
32 本郷 山ノ荘小 1 忠魂碑 慰霊碑 昭和 29 11 良好
33 本郷 山ノ荘小 2 頌徳　岡田春次郎・赤根専次郎先生之碑 記念碑 昭和 39 3 良好
34 永井 旧永井小跡地 1 頌徳　岡田夏之助・井坂魁一郎先生碑 記念碑 昭和 38 12 良好
35 大志戸 交差点 1 馬頭観音・道標 道標 明治 28 11 良好
36 東城寺 境内 1 東城寺参道完成記念 記念碑 昭和 53 9 良好
37 東城寺 境内 2 當山〇〇 不明 ？ － － 不良
38 東城寺 境内 3 東城寺再建記念碑 記念碑 平成 16 11 良好
39 東城寺 境内 4 朝望山東城寺仏窟造成頌徳碑 記念碑 平成 8 8 良好
40 東城寺 境内 5 東城寺表道路拡張工事竣工記念 記念碑 昭和 58 8 良好
41 東城寺 日枝神社 1 儀式殿改修記念 記念碑 平成 22 5 良好
42 東城寺 日枝神社 2 職工祖神 記念碑 昭和 4 10.22 良好
43 東城寺 日枝神社 3 旧山ノ荘村職工組合の碑 記念碑 平成 13 12 良好
44 東城寺 日枝神社 4 茨城百景山の荘 記念碑 昭和 62 12 良好
45 東城寺 日枝神社 5 日枝神社流鏑馬祭の碑 記念碑 平成 6 11 良好
46 東城寺 日枝神社 6 奉納　日枝神社創建1180年記念 記念碑 昭和 61 12 良好
47 東城寺 日枝神社 7 凱旋記念碑 記念碑 明治 28 － 良好
48 東城寺 日枝神社 8 祝征清全堹 記念碑 明治 28 － 良好
49 小野 日枝神社脇 1 忠勇（故近衛師団岡田君墓標） 慰霊碑 ？ － － 良好
50 大畑 鷲神社 1 からかさ万灯の地 記念碑 昭和 54 3 良好
51 大畑 鷲神社 2 大東亜戦必勝祈願碑 記念碑 昭和 18 2.21 良好
52 大畑 鷲神社 3 鷲神社再建竣工記念碑 記念碑 平成 12 12 良好
53 大畑 鷲神社 4 招魂 慰霊碑 昭和 28 3 良好
54 大畑 前山 1 道標 道標 ？ － － 良好
55 大畑 榎戸 1 道標 道標 昭和 － － 良好
56 大畑 新田公民館 1 稲荷 その他 昭和 11 11 良好

保存状況通算№
場所

調査物名 種別
年代

附-36 

１．調査の目的

２．調査方法

（１）調査対象者

・

（２）調査方法

・

・

（３）調査期間

・

３．配布・回収状況

・ 配付数：2、988票
・
・ 回収率：30.5%

４．アンケート調査の分析にあたっての注意事項

・

・

・

・

※

５．アンケート調査項目 ※SA（単一回答）、MA（複数回答）、FA（自由記述回答）

問番号 回答形式

属性

性別 ＳＡ

年齢 ＳＡ

居住地区 ＳＡ

設問

問１ 市の「地域の宝」への興味・関心度合い ＳＡ

問２ 興味・関心のある「地域の宝」 MＡ

問３ 「地域の宝」に関する活動状況 MＡ

問４ 「地域の宝」に関する活動を行う上での必要な支援 MＡ

問５ 「地域の宝」に関する活動を開始する上で必要な支援 MＡ

問６ MＡ

問７ 「地域の宝」に興味・関心がない理由 MＡ

問８ 「地域の宝」に対する活動の認知及び参加状況 MＡ

問９ 「地域の宝」に関わる団体の認知度 MＡ

問10 地域計画に盛り込んで取り組んでほしいこと MＡ

問11 「地域の宝」の中で、特に活用してほしいもの FA

問12 その他市の「地域の宝」についてご意見 FA

回答が少数である場合の比率については、特定の意向が強く反映される場合があります。

有効回答者数は各設問に（N＝●●）で表してあります。回答数が限定されている設問で規定数以上を選択している場合
や、対象者限定の設問で該当しない人が選択した票はカウントしていません。

調査内容

「地域の宝」に対する活動をしたいと思わない理由

土浦市の「地域の宝」に関するアンケート　単純集計結果

　本アンケートは、文化財保存活用地域計画作成の参考とするため、土浦市内に存在する「地域の宝」に対する認識や、市民の活動
状況などについて調査したものです。

無作為抽出の18歳～84歳までの市民2、988名を対象

郵送での配布・回収

ＷＥＢサイトでの回収

令和３年11月24日～12月24日

集計した数値（%）は、小数第２位を四捨五入した小数第１位までの表示となっています。したがって、シングル・アンサー〈Ｓ
Ａ〉（１つの選択肢のみを回答する設問）の合計は、100.0%とならない場合があります。

回答者数を分母として割合（%）を計算しているため、マルチ・アンサー〈ＭＡ〉（複数の選択肢を回答する設問）の各選択肢の
割合を合計した場合、100.0%を超えた数値となります。

グラフや表中の回答選択肢は、短縮して表記している場合があります。

回収数：911票（紙回収：714票　WEB回収：197票）
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■属性 1009(1010)

性別［SA］

票数 今回%

1 男性 439 48.2%

2 女性 464 50.9%

3 その他 5 0.5%

無効・無回答 3 0.3%

合計 911 100.0%

N＝ 911

年齢［SA］

票数 今回%

1 １８～２９歳 76 8.3%

2 ３０～３９歳 104 11.4%

3 ４０～４９歳 144 15.8%

4 ５０～５９歳 149 16.4%

5 ６０～６９歳 167 18.3%

6 ７０～７９歳 220 24.1%

7 ８０歳以上 47 5.2%

無効・無回答 4 0.4%

合計 911 100.0%

N＝ 911

居住地区［SA］

票数 今回%

1 土浦第一中学校区 127 13.9%

2 土浦第二中学校区 102 11.2%

3 土浦第三中学校区 154 16.9%

4 土浦第四中学校区 158 17.3%

5 土浦第五中学校区 113 12.4%

6 土浦第六中学校区 100 11.0%

7 都和中学校区 95 10.4%

8 新治中学校区 56 6.1%

無効・無回答 6 0.7%

合計 911 100.0%

N＝ 911

8.3%

１８～２９歳

11.4%

３０～３９歳

15.8%

４０～４９歳

16.4%

５０～５９歳

18.3%

６０～６９歳

24.1%

７０～７９歳

5.2%

８０歳以上

0.4%

無効・無回答
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11.0%

土浦第六中学
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10.4%
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区

6.1%

新治中学校

区

0.7%

無効・無回答
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48.2%
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50.9%

女性

0.5%

その他

0.3%

無効・無回

答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

附-38 

Q１　あなたは、土浦市の「地域の宝」に興味・関心がありますか。あてはまるもの１つに〇をしてください。［SA］

票数 今回%

1 （興味・関心が）ある 154 16.9% 58.2%

2 どちらかといえば（興味・関心が）ある 376 41.3%

3 どちらかといえば（興味・関心が）ない 137 15.0%

4 （興味・関心が）ない 52 5.7%

5 わからない 89 9.8%

無効・無回答 103 11.3%

合計 911 100.0%

N＝ 911

票数 今回%

1 （興味・関心が）ある 154 19.0% 65.6%

2 どちらかといえば（興味・関心が）ある 377 46.5%

3 どちらかといえば（興味・関心が）ない 138 17.0%

4 （興味・関心が）ない 52 6.4%

5 わからない 89 11.0%

合計 810 100.0%

N＝ 911

市の「地域の宝」への興味・関心度は、「どちらかといえば（興味・関心が）ある」が46.5%と最も多く、次いで「（興味・関心が）ある」が
19.0%となっており、関心がある傾向の人は65.6%と過半数を超えています。

市の「地域の宝」への興味・関心度は、「どちらかといえば（興味・関心が）ある」が41.3%と最も多く、次いで「（興味・関心が）ある」が
16.9%となっており、関心がある傾向の人は58.2%と過半数を超えています。

【無効・無回答を除いた場合】
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41.3%

どちらかといえば（興
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5.7%

（興味・関心が）ない

9.8%

わからない

11.3%

無効・無回答
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附-37 

■属性 1009(1010)

性別［SA］

票数 今回%

1 男性 439 48.2%

2 女性 464 50.9%

3 その他 5 0.5%

無効・無回答 3 0.3%

合計 911 100.0%

N＝ 911

年齢［SA］

票数 今回%

1 １８～２９歳 76 8.3%

2 ３０～３９歳 104 11.4%

3 ４０～４９歳 144 15.8%

4 ５０～５９歳 149 16.4%

5 ６０～６９歳 167 18.3%

6 ７０～７９歳 220 24.1%

7 ８０歳以上 47 5.2%

無効・無回答 4 0.4%

合計 911 100.0%

N＝ 911

居住地区［SA］

票数 今回%

1 土浦第一中学校区 127 13.9%

2 土浦第二中学校区 102 11.2%

3 土浦第三中学校区 154 16.9%

4 土浦第四中学校区 158 17.3%

5 土浦第五中学校区 113 12.4%

6 土浦第六中学校区 100 11.0%

7 都和中学校区 95 10.4%

8 新治中学校区 56 6.1%

無効・無回答 6 0.7%

合計 911 100.0%

N＝ 911

8.3%

１８～２９歳

11.4%
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15.8%
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0.4%

無効・無回答
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附-38 

Q１　あなたは、土浦市の「地域の宝」に興味・関心がありますか。あてはまるもの１つに〇をしてください。［SA］

票数 今回%

1 （興味・関心が）ある 154 16.9% 58.2%

2 どちらかといえば（興味・関心が）ある 376 41.3%

3 どちらかといえば（興味・関心が）ない 137 15.0%

4 （興味・関心が）ない 52 5.7%

5 わからない 89 9.8%

無効・無回答 103 11.3%

合計 911 100.0%

N＝ 911

票数 今回%

1 （興味・関心が）ある 154 19.0% 65.6%

2 どちらかといえば（興味・関心が）ある 377 46.5%

3 どちらかといえば（興味・関心が）ない 138 17.0%

4 （興味・関心が）ない 52 6.4%

5 わからない 89 11.0%

合計 810 100.0%

N＝ 911

市の「地域の宝」への興味・関心度は、「どちらかといえば（興味・関心が）ある」が46.5%と最も多く、次いで「（興味・関心が）ある」が
19.0%となっており、関心がある傾向の人は65.6%と過半数を超えています。

市の「地域の宝」への興味・関心度は、「どちらかといえば（興味・関心が）ある」が41.3%と最も多く、次いで「（興味・関心が）ある」が
16.9%となっており、関心がある傾向の人は58.2%と過半数を超えています。

【無効・無回答を除いた場合】

16.9%

（興味・関心が）ある

41.3%

どちらかといえば（興

味・関心が）ある
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5.7%
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無効・無回答
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附-39 

票数 今回%

7
霞ヶ浦や筑波山、蓮田、伝統的な街並みなどの自然・
文化的景観

361 68.1%

1
神社仏閣・古民家や、旧茨城県立土浦中学校本館など
の歴史的建造物

300 56.6%

9
土浦薪能などの伝統芸能、土浦市展や文化祭などの文
化芸術、土浦全国花火競技会などのイベント

283 53.4%

8
ワカサギやシラウオ、レンコンなど土浦地方の名産品や
独特の食材や食文化

244 46.0%

4
まつり・祭囃子、年中行事、民俗芸能、帆引網漁など有
形・無形の民俗資料

242 45.7%

6 庭園など名勝、巨樹や真鍋のサクラなど天然記念物 217 40.9%

5
上高津貝塚や土浦城跡、武者塚古墳などの史跡や遺
跡、出土品、考古資料

205 38.7%

3
古文書・古写真など古記録、民話や昔話、伝説、予科
練など戦争関連の記憶

194 36.6%

2
仏像・絵画・彫刻・工芸品・書跡・土屋家の刀剣などの
美術工芸品

159 30.0%

10 その他 14 2.6%

無効・無回答 5 0.9%

合計 2,224 420%

N＝ 530 ※

※ Q1で無回答で本設問に回答した25人を含む

■その他の記述

票数 今回%

2
祭礼・まつりへの参加や伝承者の育成などの継承活動
をしている

64 8.9%

1 清掃など維持活動をしている 53 7.3%

4
博物館・公民館講座等の開催・参加など学習活動や顕
彰活動をしている

19 2.6%

3 ガイド・語り部など普及活動をしている 3 0.4%

5
その他の活動〔Q2の⑩に記載した行事への活動　ほ
か〕をしている

0 0.0%

6 現在は活動していないが、今後は活動してみたい 223 30.8%

7 活動をしていないし、今後も活動したいと思わない 217 30.0%

無効・無回答 209 28.9%

合計 788 109.0%

N＝ 723 ※

※ Q1で無回答で本設問に回答した27人を含む

興味・関心がある土浦市の「地域の宝」については、「霞ヶ浦や筑波山、蓮田、伝統的な街並みなどの自然・文化的景観」が68.1%と最
も多く、次いで「神社仏閣・古民家や、旧茨城県立土浦中学校本館などの歴史的建造物」56.6%、「土浦薪能などの伝統芸能、土浦市
展や文化祭などの文化芸術、土浦全国花火競技会などのイベント」53.4%となっています。

Q３　【Q１で①～④に回答した方】　あなたは土浦市内や地元にある「地域の宝」に対して、何か活動をしていますか・したい
と思いますか。あてはまるものすべてに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関する活動状況については、「現在は活動していないが、今後は活動してみたい」が30.8%、「活動をしていないし、今後
も活動したいと思わない」が30.0%となっています。
活動を行っているものとしては、「祭礼・まつりへの参加や伝承者の育成などの継承活動をしている」が8.9%、「清掃など維持活動をし
ている」が7.3%、「博物館・公民館講座等の開催・参加など学習活動や顕彰活動をしている」が2.6%となっています。

食のイベント（カレーフェスなど）、かすみがうらマラソン、土浦市発祥のフリースケートスポーツ（ふるさと納税の返礼品もなっている）。土浦花火大会、土浦
市ごみ処理センター、宍塚大池、土浦の歴史、東崎町の鷲神社にある久松五右衛門像、ジャカモコジャン

Q２　【Q１で①②に回答した方】あなたが興味・関心がある土浦市の「地域の宝」はどれですか、あてはまるものすべてに〇
をしてください。［MA］
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附-40 

票数 今回%

3 一緒に活動する仲間の募集 38 27.3%

1 場所・設備・機材などの支援 36 25.9%

2 経済的支援 35 25.2%

4 指導者・技術者の紹介や育成 9 6.5%

その他の活動を続けるための支援　※３
〔活動時間を確保する　など〕

5 3.6%

活動するきっかけづくり　※１ 1 0.7%

活動するためのマニュアル・手引きがほしい　※２ 1 0.7%

6 特に支援は必要としない 14 10.1%

無効・無回答 81 58.3%

合計 220 158.3%

N＝ 139

※1及び※2　 紙の調査票で無い選択肢。WEBでは追加されている項目。

※3 WEBでは「その他の活動を始めるための支援」

■その他の記述

票数 今回%

5 活動するきっかけづくり 135 60.5%

6 活動するためのマニュアル・手引きがほしい 70 31.4%

3 一緒に活動する仲間の募集 69 30.9%

1 場所・設備・機材などの支援 47 21.1%

2 経済的支援 43 19.3%

4 指導者・技術者の紹介や育成 32 14.3%

7
その他の活動を続けるための支援〔活動時間を確保す
る　など〕

21 9.4%

8 特に支援は必要としない 8 3.6%

無効・無回答 12 5.4%

合計 437 196.0%

N＝ 223

■その他の記述

Q５　【（Q3）で「（⑥の活動してみたい」に回答した方】あなたはどのような支援があれば活動をはじめることができますか。
あてはまるものすべてに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関する活動を開始する上で必要な支援については、「活動するきっかけづくり」が60.5%と過半数を超えており、次いで
「活動するためのマニュアル・手引きがほしいが31.4%、「一緒に活動する仲間の募集」が30.9%となっています。

Q４　【（Q3）で「（①～⑤の）活動をしている」に回答した方】活動をするうえで必要な支援はありますか。あてはまるものすべ
てに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関する活動を行う上で必要な支援については、「一緒に活動する仲間の募集」が27.3%、次いで「場所・設備・機材など
の支援」が25.9%、「経済的支援」が25.2%となっています。

地域の文化や歴史の学習会の開催等、学校の部活だと当日休み

時間の確保（3）、働いている人の参加しやすい日程
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0.7%
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附-39 

票数 今回%

7
霞ヶ浦や筑波山、蓮田、伝統的な街並みなどの自然・
文化的景観

361 68.1%

1
神社仏閣・古民家や、旧茨城県立土浦中学校本館など
の歴史的建造物

300 56.6%

9
土浦薪能などの伝統芸能、土浦市展や文化祭などの文
化芸術、土浦全国花火競技会などのイベント

283 53.4%

8
ワカサギやシラウオ、レンコンなど土浦地方の名産品や
独特の食材や食文化

244 46.0%

4
まつり・祭囃子、年中行事、民俗芸能、帆引網漁など有
形・無形の民俗資料

242 45.7%

6 庭園など名勝、巨樹や真鍋のサクラなど天然記念物 217 40.9%

5
上高津貝塚や土浦城跡、武者塚古墳などの史跡や遺
跡、出土品、考古資料

205 38.7%

3
古文書・古写真など古記録、民話や昔話、伝説、予科
練など戦争関連の記憶

194 36.6%

2
仏像・絵画・彫刻・工芸品・書跡・土屋家の刀剣などの
美術工芸品

159 30.0%

10 その他 14 2.6%

無効・無回答 5 0.9%

合計 2,224 420%

N＝ 530 ※

※ Q1で無回答で本設問に回答した25人を含む

■その他の記述

票数 今回%

2
祭礼・まつりへの参加や伝承者の育成などの継承活動
をしている

64 8.9%

1 清掃など維持活動をしている 53 7.3%

4
博物館・公民館講座等の開催・参加など学習活動や顕
彰活動をしている

19 2.6%

3 ガイド・語り部など普及活動をしている 3 0.4%

5
その他の活動〔Q2の⑩に記載した行事への活動　ほ
か〕をしている

0 0.0%

6 現在は活動していないが、今後は活動してみたい 223 30.8%

7 活動をしていないし、今後も活動したいと思わない 217 30.0%

無効・無回答 209 28.9%

合計 788 109.0%

N＝ 723 ※

※ Q1で無回答で本設問に回答した27人を含む

興味・関心がある土浦市の「地域の宝」については、「霞ヶ浦や筑波山、蓮田、伝統的な街並みなどの自然・文化的景観」が68.1%と最
も多く、次いで「神社仏閣・古民家や、旧茨城県立土浦中学校本館などの歴史的建造物」56.6%、「土浦薪能などの伝統芸能、土浦市
展や文化祭などの文化芸術、土浦全国花火競技会などのイベント」53.4%となっています。

Q３　【Q１で①～④に回答した方】　あなたは土浦市内や地元にある「地域の宝」に対して、何か活動をしていますか・したい
と思いますか。あてはまるものすべてに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関する活動状況については、「現在は活動していないが、今後は活動してみたい」が30.8%、「活動をしていないし、今後
も活動したいと思わない」が30.0%となっています。
活動を行っているものとしては、「祭礼・まつりへの参加や伝承者の育成などの継承活動をしている」が8.9%、「清掃など維持活動をし
ている」が7.3%、「博物館・公民館講座等の開催・参加など学習活動や顕彰活動をしている」が2.6%となっています。

食のイベント（カレーフェスなど）、かすみがうらマラソン、土浦市発祥のフリースケートスポーツ（ふるさと納税の返礼品もなっている）。土浦花火大会、土浦
市ごみ処理センター、宍塚大池、土浦の歴史、東崎町の鷲神社にある久松五右衛門像、ジャカモコジャン

Q２　【Q１で①②に回答した方】あなたが興味・関心がある土浦市の「地域の宝」はどれですか、あてはまるものすべてに〇
をしてください。［MA］
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附-40 

票数 今回%

3 一緒に活動する仲間の募集 38 27.3%

1 場所・設備・機材などの支援 36 25.9%

2 経済的支援 35 25.2%

4 指導者・技術者の紹介や育成 9 6.5%

その他の活動を続けるための支援　※３
〔活動時間を確保する　など〕

5 3.6%

活動するきっかけづくり　※１ 1 0.7%

活動するためのマニュアル・手引きがほしい　※２ 1 0.7%

6 特に支援は必要としない 14 10.1%

無効・無回答 81 58.3%

合計 220 158.3%

N＝ 139

※1及び※2　 紙の調査票で無い選択肢。WEBでは追加されている項目。

※3 WEBでは「その他の活動を始めるための支援」

■その他の記述

票数 今回%

5 活動するきっかけづくり 135 60.5%

6 活動するためのマニュアル・手引きがほしい 70 31.4%

3 一緒に活動する仲間の募集 69 30.9%

1 場所・設備・機材などの支援 47 21.1%

2 経済的支援 43 19.3%

4 指導者・技術者の紹介や育成 32 14.3%

7
その他の活動を続けるための支援〔活動時間を確保す
る　など〕

21 9.4%

8 特に支援は必要としない 8 3.6%

無効・無回答 12 5.4%

合計 437 196.0%

N＝ 223

■その他の記述

Q５　【（Q3）で「（⑥の活動してみたい」に回答した方】あなたはどのような支援があれば活動をはじめることができますか。
あてはまるものすべてに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関する活動を開始する上で必要な支援については、「活動するきっかけづくり」が60.5%と過半数を超えており、次いで
「活動するためのマニュアル・手引きがほしいが31.4%、「一緒に活動する仲間の募集」が30.9%となっています。

Q４　【（Q3）で「（①～⑤の）活動をしている」に回答した方】活動をするうえで必要な支援はありますか。あてはまるものすべ
てに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関する活動を行う上で必要な支援については、「一緒に活動する仲間の募集」が27.3%、次いで「場所・設備・機材など
の支援」が25.9%、「経済的支援」が25.2%となっています。

地域の文化や歴史の学習会の開催等、学校の部活だと当日休み

時間の確保（3）、働いている人の参加しやすい日程
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附-41 

票数 今回%

2 時間がない・忙しい 113 52.1%

6 きっかけがつかめない 71 32.7%

3 活動の情報が入らない 48 22.1%

4 活動する仲間がいない 43 19.8%

8 興味・関心がない 26 12.0%

1 費用がかかる 21 9.7%

5 活動の指導者・リーダーがいない 12 5.5%

7 活動したい・関わりたい「地域の宝」がない 9 4.1%

9 その他の理由 29 13.4%

無効・無回答 22 10.1%

合計 394 181.6%

N＝ 217

■その他の記述

票数 今回%

3 自分の生活に関連がない 105 52.0%

5 なじみがない。難しそうで、とっつきにくい 99 49.0%

2 郷土や地域の宝に興味がない 48 23.8%

1
歴史資料を見たり、文化活動をしたりすることなどが好き
ではない

42 20.8%

4 イメージが暗い 26 12.9%

6 その他の理由 10 5.0%

無効・無回答※2 12 5.9%

合計 342 169.3%

N＝ 202 ※2

※1 無効・無回答の票数は、Q1③④の回答者のみ

※2 回答者254名のうち、Q1③④の回答者は91名、③④以外の回答者が64名

■その他の記述

Q７　【Q1で「③どちらかといえば（興味・関心が）ない」・「④（興味・関心が）ない」に回答した方】あなたが土浦市の「地域の
宝」に興味・関心がないのはなぜですか。あてはまるものすべてに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に興味・関心がない理由については、「自分の生活に関連がない」が52.0%と約半数が回答しており、次いで「なじみがな
い。難しそうで、とっつきにくい」が49.0%、「郷土や地域の宝に興味がない」が23.8%、「歴史資料を見たり、文化活動をしたりすることな
どが好きではない」が20.8%となっています。

他から引っ越してきたのでよくわからない（5）、興味・関心がない（3）、情報を得る機会がこれまでなかった（2）、仕事が忙しく時間がつくれない、年齢的に
難しい、横の関係が薄い、土浦のことをそもそも詳しくない、祭りが嫌い、「宝」としてクローズアップさせるのではなく市として地道に保護していけばいいと
思う、住んでいる地域でそのような活動（祭りなど）に関わる機会がない

高齢のため体力・体調的に動けないから（14）、団体活動が得意でない（3）、家族の理解が得られない、地域の宝の活動が何か知らない、魅力がない、
国際的ではない、土浦市民の外国の方が入りやすくない、今は趣味で余生を過ごしている、役所が関わると、役所のお墨付きを得ていると勘違いする人
が暴走しやすいから。

Q６　【（Q3）で「⑦活動したいと思わない」に回答した方】活動をしたいと思わない理由はなんですか。あてはまるものすべて
に〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関する活動をしたいと思わない理由については、「時間がない・忙しい」が52.1%と約半数が回答しており、次いで「きっ
かけがつかめない」が32.7%、「活動の情報が入らない」が22.1%、「活動する仲間がいない」が19.8%となっています。
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附-42 

【知っている】

票数 今回%

1
土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場の特別

展・企画展、土浦市民ギャラリーの美術品展示、講座など
386 72.8%

2
地区公民館や県南生涯学習センターなどで開催される
歴史・郷土史講座など

272 51.3%

4 筑波山地域ジオパーク 268 50.6%

3 子ども郷土研究 116 21.9%

5
その他「地域の宝」に関する活動〔「絵で伝えよう！
わたしの町のたからもの」絵画展」ほか〕

80 15.1%

合計 1,491 281.3%

N＝ 911

【見たこと・参加したことがある】

票数 今回%

1
土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場の特別

展・企画展、土浦市民ギャラリーの美術品展示、講座など
230 43.4%

2
地区公民館や県南生涯学習センターなどで開催される
歴史・郷土史講座など

78 14.7%

4 筑波山地域ジオパーク 53 10.0%

3 子ども郷土研究 41 7.7%

6
その他「地域の宝」に関する活動〔「絵で伝えよう！
わたしの町のたからもの」絵画展」ほか〕

35 6.6%

合計 1,069 201.7%

N＝ 911

■その他の記述

票数 今回%

2 土浦市観光ボランティアガイド 188 20.6%

3 土浦市文化協会 117 12.8%

1 土浦市文化財愛護の会 51 5.6%

4 その他の「地域の宝」に関する活動をしている団体 23 2.5%

5 知っている団体はない 529 58.1%

無効・無回答 121 13.3%

合計 1,029 113.0%

N＝ 911

■その他の記述

Q８　次の土浦市の「地域の宝」に関わる活動のうち、あなたが知っている、見たこと・参加したことがあるものはどれです
か、あてはまるものすべての空欄に〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関わる活動のうち、知っているものについては、「土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場の特別展・企画
展、土浦市民ギャラリーの美術品展示、講座など」が72.8%が最も多く、次いで「地区公民館や県南生涯学習センターなどで開催される
歴史・郷土史講座など」が51.3%、「筑波山地域ジオパーク」が50.6%となっています。

Q９　次の土浦市の「地域の宝」に関わる団体などのうち、あなたが知っているものすべてに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関わる団体などで知っているものは、「土浦市観光ボランティアガイド」が20.6%が最も多く、次いで「土浦市文化協会」
が12.8%、「土浦市文化財愛護の会」が5.6%となっています。
なお、「知っている団体はない」と回答した人が58.1%と、過半数を超えています。

「しゃべっぺ土浦」写真展

NPO法人 宍塚の自然と歴史の会（4）、お囃子保存会、真鍋のサクラ保存会、親友会、荒川沖荒承會、新荒川沖Do‼spe会、地域町づくり

「地域の宝」に関わる活動のうち、見たこと・参加したことがあるものについては、「土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場
の特別展・企画展、土浦市民ギャラリーの美術品展示、講座など」が43.4%が最も多く、次いで「地区公民館や県南生涯学習センター
などで開催される歴史・郷土史講座など」が14.7%、「筑波山地域ジオパーク」が7.7%となっています。
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附-41 

票数 今回%

2 時間がない・忙しい 113 52.1%

6 きっかけがつかめない 71 32.7%

3 活動の情報が入らない 48 22.1%

4 活動する仲間がいない 43 19.8%

8 興味・関心がない 26 12.0%

1 費用がかかる 21 9.7%

5 活動の指導者・リーダーがいない 12 5.5%

7 活動したい・関わりたい「地域の宝」がない 9 4.1%

9 その他の理由 29 13.4%

無効・無回答 22 10.1%

合計 394 181.6%

N＝ 217

■その他の記述

票数 今回%

3 自分の生活に関連がない 105 52.0%

5 なじみがない。難しそうで、とっつきにくい 99 49.0%

2 郷土や地域の宝に興味がない 48 23.8%

1
歴史資料を見たり、文化活動をしたりすることなどが好き
ではない

42 20.8%

4 イメージが暗い 26 12.9%

6 その他の理由 10 5.0%

無効・無回答※2 12 5.9%

合計 342 169.3%

N＝ 202 ※2

※1 無効・無回答の票数は、Q1③④の回答者のみ

※2 回答者254名のうち、Q1③④の回答者は91名、③④以外の回答者が64名

■その他の記述

Q７　【Q1で「③どちらかといえば（興味・関心が）ない」・「④（興味・関心が）ない」に回答した方】あなたが土浦市の「地域の
宝」に興味・関心がないのはなぜですか。あてはまるものすべてに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に興味・関心がない理由については、「自分の生活に関連がない」が52.0%と約半数が回答しており、次いで「なじみがな
い。難しそうで、とっつきにくい」が49.0%、「郷土や地域の宝に興味がない」が23.8%、「歴史資料を見たり、文化活動をしたりすることな
どが好きではない」が20.8%となっています。

他から引っ越してきたのでよくわからない（5）、興味・関心がない（3）、情報を得る機会がこれまでなかった（2）、仕事が忙しく時間がつくれない、年齢的に
難しい、横の関係が薄い、土浦のことをそもそも詳しくない、祭りが嫌い、「宝」としてクローズアップさせるのではなく市として地道に保護していけばいいと
思う、住んでいる地域でそのような活動（祭りなど）に関わる機会がない

高齢のため体力・体調的に動けないから（14）、団体活動が得意でない（3）、家族の理解が得られない、地域の宝の活動が何か知らない、魅力がない、
国際的ではない、土浦市民の外国の方が入りやすくない、今は趣味で余生を過ごしている、役所が関わると、役所のお墨付きを得ていると勘違いする人
が暴走しやすいから。

Q６　【（Q3）で「⑦活動したいと思わない」に回答した方】活動をしたいと思わない理由はなんですか。あてはまるものすべて
に〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関する活動をしたいと思わない理由については、「時間がない・忙しい」が52.1%と約半数が回答しており、次いで「きっ
かけがつかめない」が32.7%、「活動の情報が入らない」が22.1%、「活動する仲間がいない」が19.8%となっています。
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附-42 

【知っている】

票数 今回%

1
土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場の特別

展・企画展、土浦市民ギャラリーの美術品展示、講座など
386 72.8%

2
地区公民館や県南生涯学習センターなどで開催される
歴史・郷土史講座など

272 51.3%

4 筑波山地域ジオパーク 268 50.6%

3 子ども郷土研究 116 21.9%

5
その他「地域の宝」に関する活動〔「絵で伝えよう！
わたしの町のたからもの」絵画展」ほか〕

80 15.1%

合計 1,491 281.3%

N＝ 911

【見たこと・参加したことがある】

票数 今回%

1
土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場の特別

展・企画展、土浦市民ギャラリーの美術品展示、講座など
230 43.4%

2
地区公民館や県南生涯学習センターなどで開催される
歴史・郷土史講座など

78 14.7%

4 筑波山地域ジオパーク 53 10.0%

3 子ども郷土研究 41 7.7%

6
その他「地域の宝」に関する活動〔「絵で伝えよう！
わたしの町のたからもの」絵画展」ほか〕

35 6.6%

合計 1,069 201.7%

N＝ 911

■その他の記述

票数 今回%

2 土浦市観光ボランティアガイド 188 20.6%

3 土浦市文化協会 117 12.8%

1 土浦市文化財愛護の会 51 5.6%

4 その他の「地域の宝」に関する活動をしている団体 23 2.5%

5 知っている団体はない 529 58.1%

無効・無回答 121 13.3%

合計 1,029 113.0%

N＝ 911

■その他の記述

Q８　次の土浦市の「地域の宝」に関わる活動のうち、あなたが知っている、見たこと・参加したことがあるものはどれです
か、あてはまるものすべての空欄に〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関わる活動のうち、知っているものについては、「土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場の特別展・企画
展、土浦市民ギャラリーの美術品展示、講座など」が72.8%が最も多く、次いで「地区公民館や県南生涯学習センターなどで開催される
歴史・郷土史講座など」が51.3%、「筑波山地域ジオパーク」が50.6%となっています。

Q９　次の土浦市の「地域の宝」に関わる団体などのうち、あなたが知っているものすべてに〇をしてください。［MA］

「地域の宝」に関わる団体などで知っているものは、「土浦市観光ボランティアガイド」が20.6%が最も多く、次いで「土浦市文化協会」
が12.8%、「土浦市文化財愛護の会」が5.6%となっています。
なお、「知っている団体はない」と回答した人が58.1%と、過半数を超えています。

「しゃべっぺ土浦」写真展

NPO法人 宍塚の自然と歴史の会（4）、お囃子保存会、真鍋のサクラ保存会、親友会、荒川沖荒承會、新荒川沖Do‼spe会、地域町づくり

「地域の宝」に関わる活動のうち、見たこと・参加したことがあるものについては、「土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場
の特別展・企画展、土浦市民ギャラリーの美術品展示、講座など」が43.4%が最も多く、次いで「地区公民館や県南生涯学習センター
などで開催される歴史・郷土史講座など」が14.7%、「筑波山地域ジオパーク」が7.7%となっています。
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附-43 

票数 今回%

2 価値を知らせる周知・広報活動 342 37.5%

7 活かした観光や産業・商業振興活動 299 32.8%

8 活かしたまちづくり・ひとづくり活動 230 25.2%

3 継承のための保護・保存活動 223 24.5%

6 活かした教育活動 159 17.5%

4 継承のための支援の充実 150 16.5%

5 継承のための伝承者の育成 149 16.4%

1 価値を見出すための調査研究活動 109 12.0%

9 その他の事項 7 0.8%

10 特にない 168 18.4%

無効・無回答 128 14.1%

合計 1,964 215.6%

N＝ 911

Q10　土浦市では、「地域の宝」の保存活用のための計画策定を準備しています。計画の中に盛り込んで取り組んでほしい
ことはありますか。あてはまるものすべてに〇をしてください。［MA］

計画策定において盛り込んで取り組んでほしいことについては、「価値を知らせる周知・広報活動」が37.5%と最も多く、次いで「活かし
た観光や産業・商業振興活動」が32.8%、「活かしたまちづくり・ひとづくり活動」が25.2%、「継承のための保護・保存活動」が24.5%と
なっています。
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Q11　土浦市の「地域の宝」の中で、特に活用してほしいものがあればお書きください。

筑波山、かたくり、ガマ口上 蓮根に関する活動充実　ブラックバス釣り大会実施

霞ヶ浦、筑波山、城下町らしい建物 筑波山地域ジオパーク

土浦城址、旧水戸街道、亀城公園、周辺の街並み 土浦市立博物館

土浦花火大会 ランニング、ウォーキングコース

古民家などで展示会 土浦のツエッペリンカレーとか、もっと食を通して土浦をアピールしたい

まつりなど子供が参加できるイベントを増やしてもらいたい 自然、歴史、文化的景観

宍塚大池 祭り・イベント

図書館の充実 霞ケ浦帆引き網漁

霞ケ浦周辺の整備（サイクリングロード）公園、カフェ 国宝である「土屋家の刀剣」を利用した「刀剣まつり」の開催

予科練、上高津貝塚、小町の里周辺

真鍋のサクラ、帆引き船

経験豊富な人材の活用 祭りの囃子など

まちかど蔵、ひなまつり、亀城公園内で鎧を着た武士のイベントをしてほしい 土浦の特産品を利用したレストランや加工品を広める

土浦市民ギャラリーを音楽などの発表の場として活動してほしい 乙戸沼の桜

リンリンロードを利用して筑波山につなぐ桜並木や紅葉ロードなど 久松五右衛門像 ジャカモコジャン

歴史上の文物、各時代の文物とその時代の土浦地区の役割などが整理されれ
ば面白いと思う

意見

特に活用して欲しいものについては、91 件の回答があり、多くは霞ケ浦や筑波山、宍塚大池などの自然を活かし

て欲しいという内容と、土浦城址や水戸街道、土屋家の刀剣などの歴史的なものなどの意見が多くみられます。

また、土浦全国花火競技大会花火大会や祭のお囃子などの祭りやイベントの意見も多くなっています。 
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表紙写真の説明

国指定重要文化財
「旧茨城県立土浦中学校本館」

ハス田の風景 記録作成等の措置を講ずべき
無形の民俗文化財
「霞ケ浦の帆引網漁の技術」

県指定史跡
「土浦城跡および櫓門」

県指定無形民俗文化財
「日枝神社流鏑馬祭」

県指定文化財
「真鍋のサクラ」

土浦市文化財保存活用地域計画
令和 5年７月 21 日 認定
令和 5年 11 月 一部改訂・発行
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