
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



み な さ ん へ  
 

 「 日 光
に っ こ う

の 社 寺
し ゃ じ

」 が １ ９ ９ ９ 年 （ 平 成 １ １ 年 ） １ ２ 月 ， 世 界 遺 産
せ か い い さ ん

に 登 録
と う ろ く

さ れ ま

し た 。 こ れ は ， 国 の 宝 物
た か ら も の

か ら 世 界 の 宝 物 に な っ た と い う こ と で す 。「 日 光 の 社

寺 」 が す ば ら し い か ら 世 界 の 宝 物 に な っ た の で す 。  
 と こ ろ で ， み な さ ん は ， 世 界 の 宝 物 に な っ た 「 日 光 の 社 寺 」 の す ば ら し さ を

十 分
じ ゅ う ぶ ん

に 知 っ て い る と い え る で し ょ う か 。「 日 光 の 社 寺 」 を 作 っ た 人 た ち の 願
ね が

い

や 知 恵
ち え

， そ し て ， こ れ ら を 守 り 伝 え て き た 人 た ち の 思 い や 努 力
ど り ょ く

を 自 分 の 手
て  

足
あ し

を

使 っ て 調 べ て 発 見
は っ け ん

し た と き ，「 日 光 の 社 寺 」 が 世 界 遺 産 に な っ た こ と の 意 味
い み

が 分

か る の で は な い で し ょ う か 。 そ の と き ， す が す が し い 感 動
か ん ど う

と 「 日 光 の 社 寺 」 へ

の 新
あ ら

た な 思 い が わ き お こ る こ と で し ょ う 。  
 さ あ ，「 日 光 の 社 寺 」 の 探 検

た ん け ん

に 出 か け ま し ょ う 。  
 
 こ の パ ン フ レ ッ ト は ， 日 光 市 の 小 中 学 校 の 先 生 が ， み な さ ん の 『 世 界 遺 産 「 日

光 の 社 寺 」 探 検 』 に 役 立
や く だ

て て も ら い た い と い う こ と で 作 り ま し た 。 ３ 部
ぶ  

構 成
こ う せ い

に

な っ て い ま す 。  
 
  ○  日 光 二 荒 山 神 社

に っ こ う ふ た ら さ ん じ ん じ ゃ

・ 日 光 山 輪 王 寺
に っ こ う さ ん り ん の う じ

コ ー ナ ー  
 
  ○  日 光 東 照 宮

に っ こ う と う し ょ う ぐ う

コ ー ナ ー  
 
  ○  日 光 の 社 寺 ゆ か り の 人 々 コ ー ナ ー  
 
 そ れ ぞ れ の コ ー ナ ー に つ い て ， 毎 年

ま い と し

， ２ ～ ３ 程 度
て い ど

の 題 材
だ い ざ い

を 選
え ら

び 付
つ  

け 足
た  

し て い

く 予 定
よ て い

で す 。 そ こ で リ ー フ レ ッ ト 式 に し ま し た 。  
 
 み な さ ん が 探 検 し て み る と ， 新 し い 発 見 が あ っ た り 疑 問

ぎ も ん

が で た り す る で し ょ

う 。 ぜ ひ ， そ の こ と を 知 ら せ て く だ さ い 。 そ れ ら の こ と を 参 考
さ ん こ う

に し ， 先 生 方 も

勉 強 し て さ ら に 使 い や す い パ ン フ レ ッ ト に し て い き た い と 考 え て い ま す 。  
 み な さ ん の 「 日 光 の 社 寺 」 探 検 が 実

み の

り 多 い も の に な る こ と を 期 待
き た い

し ま す 。  
そ し て ， 他

た  

の 文 化 財
ぶ ん か ざ い

や 世 界
せ か い

遺 産
い さ ん

へ 興 味 関 心
き ょ う み か ん し ん

が 広 ま っ て い く こ と ， 今 ， 自 分 が で

き る 文 化 財 保 護
ほ ご

の こ と な ど を 考 え て ほ し い と 願
ね が

っ て い ま す 。  
  

 
 



な ぜ 「 日 光 の 社 寺 」 が 世 界 遺 産 に な っ た の ？  
 

 「 日 光
に っ こ う

の 社 寺
し ゃ じ

」 は 「 二 社 一 寺
に し ゃ い ち じ

」 と も い い ま す 。 二 社 と は ， 日 光 二 荒 山 神 社
に っ こ う ふ た ら さ ん じ ん じ ゃ

，  

日 光 東 照 宮
に っ こ う と う し ょ う ぐ う

， 一 寺 と は ， 日 光 山 輪 王 寺
に っ こ う さ ん り ん の う じ

の こ と で す 。「 二 社 一 寺 」 の ほ と ん ど の

建 造 物
け ん ぞ う ぶ つ

が ， 山 内
さ ん な い

と い わ れ る 地 域
ち い き

に 集 中
し ゅ う ち ゅ う

し て 建
た  

て ら れ て い ま す 。 そ の 中 に は ，

国 宝
こ く ほ う

９ 棟
と う

， 重 要 文 化 財
じ ゅ う よ う ぶ ん か ざ い

９ ４ 棟 の 計 １ ０ ３ 棟 の 建 造 物 群
ぐ ん

が 含
ふ く

ま れ ま す 。  
〇
 

 山 内 に あ る 建 造 物 の 多 く は ， １ ７ 世 紀
せ い き

（ 江 戸 時 代
え ど じ だ い

の 初 期
し ょ き

） の 日 本 を 代
だ い

表
ひ ょ う

す

る 天 才 的
て ん さ い て き

な 芸 術 家
げ い じ ゅ つ か

の 作 品
さ く ひ ん

で あ っ て ， と て も す ば ら し い 芸 術 品 で す 。  
〇
 

 東 照 宮 と 大 猷 院
た い ゆ う い ん

霊 廟
れ い び ょ う

は ，「 権 現 造
ご ん げ ん づ く り

」 の 見 本
み ほ ん

で あ り ， そ こ に 建
た  

て ら れ て い

る 建 造 物 群 は ， 江 戸 時 代 の 神 社 ・ 寺 院
じ い ん

の 様 子
よ う す

の 代 表 的 な 姿
す が た

を 表 し て い ま

す 。 ま た ， 日 本 の 古 い 建 築 様 式
け ん ち く よ う し き

を 知 る 手 が か り に な り ま す 。  
〇
 

 日 光 の 山 内 は ， 奈 良 時 代
な ら じ だ い

の こ 信 仰
し ん こ う

ろ か ら の 聖 地
せ い ち

と さ れ ， 数 百 年
す う ひ ゃ く ね ん

を 経
へ  

た 大 樹
た い じ ゅ

な ど の 自 然
し ぜ ん

と 社 殿
し ゃ で ん

と が 一 体
い っ た い

と な っ た 美 し い 神 々
こ う ご う

し い 景 観
け い か ん

が す ば ら し い 。

聖 地
せ い ち

日 光 は ， そ れ ぞ れ の 時 代 の 政 治
せ い じ

と 結
む す

び 付
つ  

き ， 特
と く

に ， 江 戸 時 代 の 政 治 に

と っ て 大 切 な 役 割
や く わ り

を 果
は  

た し ま し た 。  
 
世 界 遺 産 と は 何 ？  
 地 球 と 人 類 が 過 去 か ら 引 き 継 い で き た 宝 物 で す 。 そ れ は ， 今 ， 生 き て い る 私 た ち み ん

な の 宝 物 と し て 大 切 に 守 り ， 未 来 の 人 々 に 引 き 継 い で い く も の で す 。  
 世 界 遺 産 に は ， 記 念 工 作 物 ， 建 造 物 ， 遺 跡 で あ る 「 文 化 遺 産 」 と ， 地 形 や 生 物 ， 景 観

な ど を 含 む 地 域 で あ る 「 自 然 遺 産 」， そ し て 自 然 と 文 化 の 両 方 を 合 わ せ た 「 複 合 遺 産 」

が あ り ま す 。  
 「 日 光 の 社 寺 」 は ， 日 本 で １ ０ 番 目 の 世 界 遺 産 で す 。 ほ か の 日 本 の 世 界 遺 産 ， さ ら に

世 界 の そ れ ら に つ い て 調 べ て み て は い か が で す か 。  

 
世 界 遺 産 条 約 の シ ン ボ ル マ ー ク  
 

 

 こ の シ ン ボ ル マ ー ク は ， 自 然 と 文 化 が 相 互 に 依 存 し て い る 関

係 に あ る こ と を 意 味 し て い ま す 。 中 央 の 四 角 は 人 間 が 作 り だ し

た 形 を ， 周 り の 円 は 自 然 を 表 し て お り ， 両 者 は 切 り 離 さ れ ず つ

な が っ て い ま す 。  
 こ の シ ン ボ ル マ ー ク は ， 世 界 の よ う に 丸 い が 同 時 に 世 界   

遺 産 の 保 護 を も 象 徴 し て い ま す 。  



   日 光 の 社 寺 に 関 係 す る 年 表  
日     本  日     光  時  代  

年  代  で  き  ご  と  年  代  で  き  ご  と  

奈  良  710（ 和 銅 ３ ）  

752（ 天 平 勝 宝 ４ ）  

・ 平 城 京 に 都 を 移 し た 。  

・ 東 大 寺 の 大 仏 が つ く ら れ た 。  

 

 

 766（ 天 平 神 護 ２ ） 

 

・ 勝 道 上 人 が 四 本 龍 寺 を 建 て  

 た 。  

 （ 日 光 山 を 開 い た 。）  

平  安  794（ 延 歴 13）  

 

 

 

 

 

1167（ 仁 安 ２ ）  

 

1185（ 文 治 元 ）  

・ 平 安 京 に 都 を 移 し た 。  

 

○ 藤 原 氏 の 勢 い が 強 く な っ た 。  

○ 源 氏 と 平 氏 の 争 い が 起 こ っ  

た 。  

 

・ 平 清 盛 が 政 権 を に ぎ っ た 。  

 

・ 平 氏 が ほ ろ び た 。  

 

 820（ 弘 仁 11）  

 

 

 

 

 

1177（ 治 承 元 ）  

・ 円 仁 が 三 仏 堂 を 建 て た 。  

 

 

 

 

 

・ 座 主 の 座 を め ぐ る 争 い が お  

 き ， 日 光 山 が 荒 れ 果 て た 。  

鎌  倉  1192（ 建 久 ３ ）  

 

1274（ 文 永 11）  

1281（ 弘 安 ４ ）  

1333（ 元 弘 ３ ）  

・ 源 頼 朝 が 鎌 倉 に 幕 府 を 開 い  

た 。  

・ 元 が せ め て き た 。 （ 元 寇 ）  

 

・ 鎌 倉 幕 府 が ほ ろ ん だ 。  

 

1210（ 承 元 ４ ）  

・ 弁 覚 が 第 24 世 座 主 と な り ，  

 多 く の 堂 塔 を 建 て 直 し た 。  

○ 鎌 倉 将 軍 家 の 日 光 山 に 対 す る  

 信 仰 が 強 か っ た 。  

室  町  

 

 
（ 南 北 朝 ）  

 

 
（ 戦  国 ）  

1338 

（ 延 元 ３ ・ 暦 応 元 ） 

 

 

 

 

1467（ 応 仁 元 ）  

・ 足 利 尊 氏 が 京 都 に 幕 府 を 開  

い た 。  

 

○ 南 朝 と 北 朝 の 対 立 が つ づ い  

た 。  

 

・ 応 仁 の 乱 が お き た 。  

  

 

○ 日 光 山 は 南 朝 方 に 付 い た 。  

安 土 桃 山  1573（ 天 正 元 ）  

 

1590（ 天 正 18）  

・ 織 田 信 長 が 室 町 幕 府 を ほ ろ  

ぼ し た 。  

・ 豊 臣 秀 吉 が 全 国 を 統 一 し た 。  

  

○ 秀 吉 の 小 田 原 攻 め の 時 ， 日 光  

 山 は 北 条 方 に 味 方 し た た め 所  

 領 を 没 収 さ れ ， 日 光 山 は 荒 れ  

 果 て た 。  

江  戸  1600（ 慶 長 ５ ）  

1603（ 慶 長 ８ ）  

 

 

 

1623（ 元 和 ９ ）  

 

1635（ 寛 永 12）  

 

1639（ 寛 永 16）  

 

 

 

 

 

 

 

1853（ 嘉 永 ６ ）  

1867（ 慶 応 ３ ）  

1868（ 慶 応 ４ ）  

・ 関 ヶ 原 の 戦 い が お こ っ た 。  

・ 徳 川 家 康 が 江 戸 に 幕 府 を 開 い

た 。  

 

 

・ 徳 川 家 光 が ３ 代 将 軍 に な っ た 。 

 

・ 参 勤 交 代 の 制 度 が で き た 。  

 

・ 鎖 国 政 策 が 完 成 し た 。  

 

 

 

 

 

 

 

・ ペ リ ー が 浦 賀 に 来 航 し た 。  

・ 江 戸 幕 府 が ほ ろ ん だ 。  

・ 戊 辰 戦 争 が お こ っ た 。  

・ 五 か 条 の 御 誓 文 が 出 さ れ た 。  

・ 神 仏 分 離 令 が 出 さ れ た 。  

 

 

1613（ 慶 長 18）  

 

1616（ 元 和 ２ ）  

 

 

 

1636（ 寛 永 13）  

 

1652（ 承 応 元 ）  

 

1689（ 元 禄 ２ ）  

1700（ 元 禄 13）  

 

 

1842（ 天 保 13）  

 

 

・ 天 海 が 53 世 貫 首 に 任 命 さ れ  

  た 。  

・ 徳 川 家 康 が 亡 く な っ た 。 遺 言  

 で 遺 骨 を 久 能 山 か ら 日 光 山 へ  

 移 す こ と を 指 示 し た 。  

 

・ 徳 川 家 光 に よ る 東 照 宮 の 大  

 造 営 が 完 了 し た 。  

・ 八 王 子 千 人 同 心 が 「 日 光 火 の  

 番 」 を 命 じ ら れ た 。  

・ 松 尾 芭 蕉 が 日 光 を 訪 れ た 。  

・ 日 光 奉 行 所 が 置 か れ ， 日 光 領  

 の 政 治 ， 警 備 ， 祭 祀 ， 営 繕 に  

 当 た っ た 。  

・「 五 か 村 用 水 」（ 二 宮 堀 ） が 開  

 か れ た 。  

 

○ 日 光 に も 戦 火 が 迫 っ た 。  

 

明  治    1879（ 明 治 12）  ・「 保 晃 会 」 が 創 立 さ れ る 。  

 

 





 

日 光
に っ こ う

二 荒 山
ふ た ら さ ん

神 社
じ ん じ ゃ

・ 日 光 山
に っ こ う さ ん

輪 王 寺
り ん の う じ

の は じ ま り  

む か し か ら 、 高 い 山 々
や ま や ま

に は 神
か み

が 宿
や ど

っ て い る と 信
し ん

じ ら れ て い ま し た 。  

こ の 考 え 方 を 『 山 岳
さ ん が く

崇 拝
す う は い

』 と い い ま す 。 そ れ が 、 奈 良
な ら

時 代
じ だ い

に な る と 中 国
ち ゅ う ご く

か ら 入

っ て き た 仏 教
ぶ っ き ょ う

と 結
む す

び つ き ま し た 。 そ う し て 、 そ れ ぞ れ の 山 に は 守
ま も

り 神
が み

と し て の

神
か み

の ほ か に 、 さ ら に 仏
ほ と け

も い て 、 人 々 を 守
ま も

る と い う 考 え 方 が 生 ま れ て き ま し た 。

こ の よ う な 考 え 方 を 『 神 仏
し ん ぶ つ

習 合
し ゅ う ご う

』 と い い ま す 。  

 日 光 が 開
ひ ら

け た の は 、 奈 良
な ら

時 代
じ だ い

の お わ り の こ ろ で す 。 勝 道
し ょ う ど う

上 人
し ょ う に ん

と い う お 坊
ぼ う

さ

ん が 、 男 体 山
な ん た い さ ん

（ そ の こ ろ は 「 補 陀
ふ だ

洛 山
ら く さ ん

」 と よ ば れ 、 平 安
へ い あ ん

時 代
じ だ い

に は 「 二 荒 山
ふ た ら さ ん

」 と 呼
よ

ば れ て い ま し た ） に は 神 様
か み さ ま

や 仏
ほ と け

様
さ ま

が い る と 信
し ん

じ て 登
の ぼ

っ た の が 、 始
は じ

ま り と い わ れ

て い ま す 。 こ の と き 上 人
し ょ う に ん

は 大 谷 川
だ い や が わ

と 稲 荷 川
い な り が わ

の 合 流 点
ご う り ゅ う て ん

に 山 の 神 様 を お が む 場 所
ば し ょ

を 設
も う

け 、 四 本
し ほ ん

龍 寺
り ゅ う じ

（ の ち の 輪 王 寺
り ん の う じ

） を 建
た

て 、 の ち に 本 宮
ほ ん ぐ う

神 社
じ ん じ ゃ

を 建
た

て た と い い ま

す 。 ま た 、 男 体 山
な ん た い さ ん

の ふ も と 中
ち ゅ う

禅 寺 湖
ぜ ん じ こ

の ほ と り に 中 宮
な か の み や

を 、 頂 上
ち ょ う じ ょ う

に は 奥 宮
お く の み や

を 建
た

て ま し た 。  

 こ の 後
あ と

、日 光 山
に っ こ う さ ん

と よ ば れ る 関 東
か ん と う

で 一 番 の 霊 場
れ い じ ょ う

（ 神 仏
か み ほ と け

の 宿
や ど

る 山 々
や ま や ま

）と し て 、大 勢
お お ぜ い

の 修 行 僧
し ゅ ぎ ょ う そ う

が 修 行
し ゅ ぎ ょ う

に 励
は げ

み ま し た 。 そ う し て 日 光 は 、 栄
さ か

え て い き ま し た 。  



【 山 岳
さ ん が く

信 仰
し ん こ う

の 山 々
や ま や ま

と そ こ に 祀
ま つ

ら れ て い る 神
か み

と 仏
ほ と け

】  
 

≪ 山 ≫  

男 体 山
な ん た い さ ん

 女 峰 山
に ょ ほ う さ ん

 太 郎 山
た ろ う さ ん

 

≪ 神 ≫  

大 己 貴
お お な む ち の

命
み こ と

・ 男 体
な ん た い

権 現
ご ん げ ん

 田 心
た ご り

姫
ひ め の

命
み こ と

・ 女 体
に ょ た い

権 現
ご ん げ ん

 味 耜 高 彦 根
あ じ す き た か ひ こ ね の

命
み こ と

・ 太 郎
た ろ う

権 現
ご ん げ ん

 

≪ 仏 ≫  

千 手
せ ん じ ゅ

観 音
か ん の ん

 阿 弥 陀
あ み だ

如 来
に ょ ら い

 馬 頭
ば と う

観 音
か ん の ん

 

 



 

二 荒 山 神 社  

      ふ た ら さ ん じ ん じ ゃ  

◎  な ぜ 「 二 荒 山 神 社 」 と い う  

      名 前 が つ い た の だ ろ う ？  

 

『 日 光 』 と い う 地 名 と ， 深 く 関 係    

 が あ る と 言 わ れ て い ま す  
  

  

 

  
      二 荒 山 神 社 （ 弥 生 祭 ： ４ 月 １ ７ 日 ）  

 

  

 ① む か し ， ア イ ヌ の 人 の こ と ば で  

 ク マ ザ サ を 「 フ ト ラ 」 と よ ん だ 。  

 日 光 の 山 に は ク マ ザ サ が 多 い の   

 で ，「 フ ト ラ の 多 い 山 」 と い っ た  

 の が だ ん だ ん な ま っ て 『 フ タ ラ 』  

 に な り ， そ れ に 『 二 荒 』 の 字 を あ  

 て た 。   

  

 

   

  

          な ん た い さ ん  に ょ ほ う さ ん  

 ② 日 光 の 山 の 代 表 は 男 体 山 と 女 峰 山 。  

 男 体 山 は 男 の 神 様 ， 女 峰 山 に は 女 の 神 様  

 が 現 れ た の で ，「 二 現 山 」 と 言 っ た の が ，  

 フ タ ア ラ と な り ， や が て 『 フ タ ラ 』 と な り  

 『 二 荒 』 の 字 を あ て た 。  

 

    

 

  

 

 ③ 勝 道 上 人 が 登 っ た こ ろ ， 男 体 山  

 は 仏 様 の 教 え の 中 に あ る 山 の 名 を  

      ふ だ ら く さ ん  

 と っ て 「 補 陀 落 山 」 と よ ば れ た 。  

 そ の フ ダ ラ ク が フ タ ラ ク と な り ，  

  

 や が て 『 フ タ ラ 』 に な っ て 『 二                                      

 

  

  

  う ま が え し  

 ④ 馬 返 の 上 に び ょ う ぶ 岩 と い う 切 り 立 っ た  

 

  
 荒 』 の 字 を あ て た 。  

  
  

  

   

   

          か ざ あ な  

岩 山 が あ り ， そ こ に 風 穴 と い う 大 き な ほ ら
穴 が あ っ た 。  

  む か し は そ の 風 穴 か ら 春 と 秋 の ２ 回 ， 大  

風 が 吹 き 出 し て 天 気 が 荒 れ た 。 １ 年 に ２ 回

荒 れ た の で 『 二 荒 （ フ タ ア レ ）』 と 言 っ た

が ， や が て 『 二 荒 （ フ タ ラ ）』 に な っ た 。

      こ う ぼ う だ い し  

 こ れ を ， 弘 法 大 師 が 日 光 に 来 た と き に 音
読 み の 『 二 荒 （ ニ コ ウ ） 』 に し ， 「 日 光 」 の
字 を あ て る よ う に な っ た 。  

 

  

  

  

  

   

          だ い に ち に ょ ら い  

 ⑤ 日 光 は ， む か し ， 大 日 如 来 と い  

 う 仏 様 が 現 れ た と こ ろ と い わ れ て  

 い た 。 お 経 の 中 に ，「 大 日 如 来 の  

 こ う み ょ う  

 光 明 」 と い う 言 葉 が あ り ， そ の 中  

 の 「 日 」 と 「 光 」 を と っ て 日 光 と  

 

 
 

             い ろ い ろ な 説 が あ り ま す が ， ま と め て み る と …   

  （ ふ た あ ら ）  
      ① フ ト ラ  

    ② 二 現 （ ふ た あ ら わ れ ）  

 

   （ ふ た ら ）     （ に っ こ う ）  

      ③ 補 陀 落 （ ふ だ ら く ）  

  

二  荒  

  

日 光 

  （ に こ う ）     ④ 二 荒 （ ふ た あ れ ）  

    

 

  ⑤ 大 日 如 来 の 光 明  

 

大 日 /光 明  

   

 

 
 

 

 

 

 



  

 

日 光 市 と 二 荒 山 神 社 の 位 置  
 

  

 年     

  

  

 主 な で き ご と    

  

 し ん こ う  

 信 仰  

  

  し ょ う ど う し ょ う に ん           せ い ち  

  勝 道 上 人 は ， 男 体 山 の あ る 日 光 を 聖 地  

          さ ん な い   ほ ん ぐ う じ ん じ ゃ  

 と し ま し た 。 現 在 の 山 内 に 『 本 宮 神 社 』  

  し ほ ん り ゅ う じ    ま つ       ち ゅ う ぜ ん じ   ち ゅ う  

 『 四 本 龍 寺 』 を 祀 り ， や が て 中 禅 寺 （ 中  

ぐ う し    あ し ば         さ ん ち ょ う   お く の  

 宮 祠 ） を 足 場 に し て 男 体 山 の 山 頂 を 『 奥  

 み や  

 宮 』 と し ま し た 。  

     い な り が わ        た き の お じ ん じ ゃ  

  ま た ， 稲 荷 川 ぞ い に は 『 滝 尾 神 社 』 が  

 祀 ら れ ， 女 峰 山 へ の 信 仰 も 深 ま り ま し た  

       く う か い  こ う ぼ う だ い し  
滝 尾 神 社 は ， 空 海 （ 弘 法 大 師 ） が 祀 っ た  

 と い わ れ て い ま す 。  

し き ち    し ん ぐ う  

  そ の 後 現 在 の 東 照 宮 の 敷 地 に 『 新 宮 』  

が 祀 ら れ ま し た が ， 東 照 宮 が つ く ら れ る  

    い て ん  

と き に 移 転 し ま し た 。 こ れ が 今 の 『 二 荒  

 山 神 社 』 で す 。  

  

  

  

  

  766 

  

  

  

  782 

  

  
  825 

  850 

  

  

  

  

  

 1619 

  

  

 1636 

  

  

  

  

 勝 道 上 人 ， 本 宮 神 社 （ 四 本 龍  

    ま つ  

 寺 ） を 祀 る  

  

 勝 道 上 人 ， 男 体 山 頂 に 奥 宮 を  

 祀 る  

  
 滝 尾 神 社 が 祀 ら れ る  

 現 在 の 東 照 宮 の 場 所 に ， 新 宮  

  

 が 祀 ら れ る  

  

  

  

 東 照 宮 が 祀 ら れ ， 新 宮 は 今 の  

 場 所 に 移 転 す る （ 現 在 の 二 荒  

 山 神 社 ）  

 東 照 宮 が 改 築 さ れ ， 神 橋 が 現  

 在 の よ う な 姿 に な る  

  

  

  

  

  

 神     

  

  

 仏     

  
  

 習     

  

 合     

 の     

  

 時     

  

 代      
  

  1871 

  

  

  

 1902 

 1904 

  

 1999 

 神 仏 分 離 令 に よ り ， 二 荒 山 神  

 社 と 輪 王 寺 ， 東 照 宮 が 分 け ら  

 れ る  

  

 洪 水 で 神 橋 が 流 さ れ る  

 神 橋 ， 再 建 さ れ る  

  

 世 界 遺 産 に 登 録 さ れ る  

 神     

 仏     

 分     

 離     

 の     

 時     

 代     

   

 

      二 荒 山 神 社 年 表                滝 尾 神 社  

 

 

 



 

日 光 山
に っ こ う さ ん

輪
り ん

王 寺
の う じ

 
       ☆ 「  日  光  山  輪  王  寺  」  の  始  ま  り  ☆  
 
   奈 良 時 代 の 末 （ ７ ６ ６ 年 ） 勝

し ょ う

道
ど う

上 人
し ょ う に ん

に よ っ て 日 光 山 は 開 か れ ま し た 。  
   勝 道 上 人 と そ の 弟 子

で し

た ち 一 行
い っ こ う

は や っ と 大 谷 川 の 激 流 に た ど り 着 き ， こ こ で 深 沙
じ ん じ ゃ

大 王
だ い お う

 
   の 助 け で 山

や ま

菅
す げ

の 蛇
じ ゃ

橋
ば し

（ 神 橋
し ん き ょ う

） を 渡 り ，「 四 本
し ほ ん

龍 寺
り ゅ う じ

」 と い う お 寺 を 建 て た と い わ れ て い  
ま す 。 こ れ が 「 日 光 山 輪 王 寺 」 の 始 ま り で す 。  

 
 

☆  日  光  市  と  「  日  光  山  輪  王  寺  」  の  位  置  ☆  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆  日  光  山  と  神
し ん

 仏
ぶ つ

 分
ぶ ん

 離
り

 ☆  
   明 治 時 代 ， 輪 王 寺 ・ 二

ふ た

荒 山
ら さ ん

神 社
じ ん じ ゃ

・ 東 照 宮
と う し ょ う ぐ う

と 三 つ の 場 所 に 分 け ら れ る 前 ， こ れ ら は ひ  
   と つ に ま と ま っ て 「 日 光 山 」 と 呼 ば れ る 関 東 の 一

い ち

大 霊 場
だ い れ い じ ょ う

で し た 。  
    明 治 元 年 （ １ ８ ６ ８ 年 ）， 明 治 政 府 か ら 「 神 仏

し ん ぶ つ

分 離 令
ぶ ん り れ い

」 と い う 神 と 仏 を 分 け る 命 令  
   が 出 さ れ ま す 。 神 と 仏 の 区 別 が な か っ た 「 日 光 山 輪 王 寺 」 は 窮 地

き ゅ う ち

に 立 た さ れ ま す 。 日  
   光 山 で は 明 治 ４ 年 ～ １ ３ 年 に か け て 実 施

 

さ れ ま し た 。 い く つ か の 建 物 が 今 の 輪 王 寺 ・  
   二 荒 山 神 社 の 場 所 に 移 っ た の は こ の 時 で す 。  二 荒 山 神 社 境 内

け い だ い

に あ っ た 三
さ ん

仏 堂
ぶ つ ど う

も こ の  
   時 今 の 場 所

 

に 移 り ま し た 。  
 
 
 
                                         

 

「 日 光 山 輪 王 寺 」 は 寺 の 総 称
そ う し ょ う

で す 。      

お 寺 や お 堂 な ど 左 の 黄 色 い 部 分 の 全 体 を 指 し て

輪 王 寺 と い い ま す 。  

 



☆ 日 光 山 輪 王 寺 年 表 ☆  

年  主  な  で  き  ご  と  寺 の 名 前  信  仰  

四
本
龍
寺 

満
 
願
 
寺 

光
 
明
 
院 

座
 
禅
 
院 

神
 
 
 
仏
 
 
 
習
 
 
 
合
 
 
 
の
 
 
 
時
 
 
 
代 

 
 766 

 
 810 

 
 848 
1177 
1186 
1210 
1240 

 
 
 
 

1476 
 
 

1590 
1613 
1644 
1653 
1655 
1871 

 
1811 
1999 

 

 
 ・ 勝 道 上 人 が 「 四 本 龍 寺 」（ 本 宮 神 社 ） を 建 て た  
 ・ 仏 教 の 修 業 を す る た め に 集 ま っ た 人 々 で こ の 寺 は 栄 え た  
 ・ 寺 の 名 前 が 「 満 願 寺

ま ん が ん じ

」 に な っ た  
 ・ 空 海

く う か い

・ 円 仁
え ん に ん

の 来 山 伝 説 と と も に 建 て 物 が 増 え て い っ た  
 ・ 三 仏 堂 ・ 常 行 堂

じ ょ う ぎ ょ う ど う

・ 法 華 堂
ほ っ け ど う

が で き た  
 ・ 座 主

ざ す

の 座 を め ぐ る 争 い が お き ， 日 光 山 が 荒 れ 果 て た  
 ・ 頼 朝

よ り と も

が 常 行 堂 に 御 供 田 を 寄 進
き し ん

し た  
 ・ 実 朝

さ ね と も

寄 進 の 三 重 塔
さ ん じ ゅ う の と う

な ど 山 内 の 堂 塔 の 多 く が 再 建 さ れ た  
 ・ 弁 覚

べ ん か く

法 印
ほ う い ん

が 光 明 院
こ う み ょ う い ん

を 建 て た  
 ・ 三 山 （ 男 体 山 ・ 女 峰 山 ・ 太 郎 山 ）， 三 仏 （ 千 手

せ ん じ ゅ

観 音
か ん の ん

・  
  阿 弥 陀

あ み だ

如 来
に ょ ら い

・ 馬 頭
ば と う

観 音
か ん の ん

）， 三 社 （ 新 宮
し ん ぐ う

・ 滝 尾
た き の お

・ 本 宮
ほ ん ぐ う

） が  
  同 一 体 で あ る と い う 形 が 整 っ た  
 ・ こ の 頃 山 岳

さ ん が く

修 行
し ゅ ぎ ょ う

の 修 験 道
し ゅ げ ん ど う

（ 山 伏
や ま ぶ し

） が 盛 ん に な っ た  
 ・ 昌 源

し ょ う げ ん

が 座 禅 院 権
ざ ぜ ん い ん ご ん

別 当
べ っ と う

と な り ， 松 や 杉 数 万 本 を 植 え た  
 ・ 所 領

し ょ り ょ う

が 十 八 万 石 に な り ， 院 や 坊 の 建 物 が 五 百 坊 も あ っ た  
  と い わ れ る  
 ・ 豊 臣

と よ と み

秀 吉
ひ で よ し

に 領 地 を 取 り 上 げ ら れ る  
 ・ 天 海

て ん か い

が 「 日 光 山 」 の 住 職
じ ゅ う し ょ く

と な り 再 び 栄 え る よ う に な っ た  
 ・ 慈 眼 堂

じ げ ん ど う

が 建 て ら れ た  
 ・ 大 猷 院

た い ゆ う い ん

が 建 て ら れ た  
 ・ 寺 の 名 前 が 「 輪 王 寺 」 に な っ た  
 ・ 神 仏 分 離 に よ り ， 輪 王 寺 （ 満 願 寺 )･二 荒 山 神 社 ・ 東 照 宮  
  の 三 つ の 場 所 に 分 け ら れ た  
・ 三 仏 堂 が 現 在 の 場 所 に 移 っ た  
・ 世 界 遺 産 に 登 録 さ れ た  

輪
 
 
王
 
 
寺 

神
仏
分
離
の
時
代 

 
        ☆ 強 飯 式

ご う は ん し き

☆  ４ 月 ２ 日 ～ 三 仏 堂 ～  
        山 伏

や ま ぶ し

が 三 升 入 り の 大 碗
お お わ ん

を 持 っ て 「 七 十 五 杯 一 粒 も  
       残 さ ず 食 べ ろ 」 と 責 め ま す 。 こ の 「 日 光

に っ こ う

責
ぜ

め 」 を う  
       け る と 災 厄

さ い や く

が 払
は ら

え ， 運 が 開 け る と い わ れ ま す 。  
        昔 ， 山 の 中 を 歩 い て 修 業

し ゅ ぎ ょ う

を し て い た 時 ， 修 験 者
し ゅ げ ん じ ゃ

が  
       宿 泊 し て い た と こ ろ に お 供

そ な

え し た も の を 持 ち 帰 っ て  
       人 々 に 分 か ち 与 え た の が 強 飯 式 の 始 ま り で す 。  
 
 



 
 
 

 

神 橋 の 前 の 階 段 を 登 っ て み よ う 。 勝 道 上 人 の 銅 像 が あ る よ ね 。 そ の 奥 に 大 き な 建 物

が あ る の が 見 え る か な 。 こ れ が 輪 王 寺 の 三 仏 堂 で す 。  
と て も 大 き い 建 物 だ よ ね 。 関 東 か ら 北 で は 一 番 大 き い 木 造 の 仏 堂 だ と い わ れ て い る

け れ ど 、 ど の ぐ ら い の 大 き さ が あ る の で し ょ う 。 は し か ら は し ま で 何 歩 あ る か 、 は か

っ て み よ う 。  
 
こ の 建 物 の 大 き さ が パ ン フ レ ッ ト に 書 い て あ る の で 調 べ て 、 学 校 や 自 分 の 家 の 大 き

さ と 比 べ て み よ う 。  
 

さ て こ の 建 物 を よ く 見 て み よ う 。 大 き な 柱 が 使 わ れ て い る よ ね 。 こ の 柱 を 良 く 見 て

み る と 継 ぎ 目 が な い こ と に 気 づ く よ ね 。 実 は 、 こ の 柱 は 幅 が 70ｃ ｍ 高 さ が 25m の １
本 の け や き の 木 を 使 っ て い る ん だ 。 そ し て 30 回 以 上 も う る し を 塗 っ て 作 ら れ て い る
ん だ 。 ど う し て こ ん な に う る し を 塗 る の か な 。  
じ ゃ あ こ の 柱 が 何 本 ぐ ら い 使 わ れ て い る か 数 え て み よ う 。  

 

 
 
 
 

お じ い さ ん の 一 口 メ モ  
実 は こ の 三 仏 堂 、 ず っ と 今 の 場 所 に あ

っ た わ け じ ゃ な い ん じ ゃ 。 最 初 は 今 の

瀧 尾 神 社 の と こ ろ に あ っ た ん じ ゃ が 、

何 回 も 場 所 が 移 っ て い る ん じ ゃ 。 ど ん

な 場 所 に 移 っ た の か と い う と ・ ・ ・  
①  瀧 尾 神 社 の 境 内  
②  東 照 宮 の 境 内  
③  二 荒 山 神 社 の 境 内  
④  今 の 場 所  
あ ち こ ち 歩 い て み な が ら ど こ に あ っ た

の か 想 像 し て み て も お も し ろ い ぞ  

今 日 は わ た し が 輪 王 寺

三 仏 堂 を 案 内 し ま す 。  
よ く 勉 強 し て み て ね 。  

日 光 山 之 図 (中 世 期 )写 本  
東 京 国 立 博 物 館  
聖 地 日 光 の 至 宝 P55 よ り 引 用  

絵 は す べ て 自 作 で す 。  



階 段 を 登 っ て 、 正 面 の 部 屋 を 見 て み よ う 。 輪 王 寺 の 三 仏 堂 っ て い う

く ら い だ か ら 、 三 体 の 仏 像 が あ る ん だ よ ね 。 あ れ 、 で も 、 お 寺 な の に 広

い 部 屋 が あ る だ け で 、 仏 像 が 見 え な い ね 。 ど こ に あ る か い っ し ょ に 探 し

て み よ う 。  
 

さ ら に 奥 に 入 っ て み る と 、 ち ょ っ と 低 く な っ た 石 畳 の 部 屋 に 、 大 き

な 金 色 の 仏 像 が あ る よ ね 。 実 は 、 こ こ に 三 体 の 仏 像 が あ っ た ん だ 。 高 さ

が 8.5m と い う と て も 大 き い も の で 、 木 で 作 ら れ た 坐 像 と し て は 日 本 最
大 の 物 な ん だ 。 じ ゃ あ こ の 仏 像 を よ く 観 察 し て み よ う 。 そ し て 、 特 徴 や

変 わ っ た と こ ろ 疑 問 点 な ど を 書 い て み よ う 。  
名

前  馬 頭
ば と う

観 世 音
か ん ぜ お ん

菩 薩
ぼ さ つ

 阿 弥 陀
あ み だ

如 来
に ょ ら い

 千 手
せ ん じ ゅ

観 世 音
か ん ぜ お ん

菩 薩
ぼ さ つ

 

仏

像  

   

気  

づ  

い  

た  

こ  

と  

   

実 は 、 こ の 三 体 の 仏 像 は 、 日 光 に あ る 三 つ の 山 を 表 し て い る ん だ 。 そ れ ぞ れ な ん と

い う 山 だ ろ う 。 予 想 し て み よ う 。  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
も っ と 知 り た い と こ ろ 、 わ か ら な い と こ ろ が 出 て き た 人 も い る ん じ ゃ な い

か な 。 そ ん な 疑 問 を 大 切 に し て 、 も っ と 詳 し く 調 べ て 見 る と お も し ろ い よ 。 

大 己 貴
お お な む ち の

命
み こ と

  味 耜 高 彦 根
あ じ す き た か ひ こ ね の

命
み こ と

 田 心
た ご り

姫
ひ め の

命
み こ と

 
千 手 観 世 音 菩 薩  馬 頭 観 世 音 菩 薩   阿 弥 陀 如 来  

お じ い さ ん の 一 口 メ モ  
実 は 日 光 の 信 仰 は 男 体 山 、 女 峰 山 と い う ２ つ の 山

を 神 様 と 考 え る こ と か ら は じ ま っ た ん じ ゃ 。 そ こ

に 太 郎 山 が 加 わ っ て 三 つ の 神 様 と な っ た そ う じ

ゃ 。 そ の 後 、 神 様 は 、 仏 様 が 仮 の 姿 で 現 れ た も の

と す る 考 え 方 (本 地
ほ ん じ

垂 迹 説
す い じ ゃ く せ つ

)が 広 ま り 、 三 仏 堂 に 見
ら れ る よ う に 仏 様 が 山 を 表 す と い う よ う に な っ

た と い う わ け じ ゃ 。  男 体 山     太 郎 山   女 峰 山  





☆大猷院の
がく
額が

かがげ
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境内末社〔日枝神社 大国殿 朋友神社〕
け い だ い ま っ し ゃ ひ え じ ん じ ゃ だ い こ く で ん み と も じ ん じ ゃ

日枝神社

平安時代（８４８年）に慈覚大師によってまつられ
じ か く だ い し

たといわれています。山王社とも言われ、山内には
さんのうしゃ

滝尾神社白糸ノ滝の近くや、東 照 宮の御旅所の山王
たきのお しらいと とうしょうぐう お た び し ょ

社などがありましたが、いずれも明治時代のはじめ

になくなってしまい、今はここの日枝神社だけとな

りました。祭神は大山咋命、山の神様・健康の守り
さいじん くいのみこと けんこう

神。

〈日枝神社〉＝重要文化財 江戸時代のはじめごろ（1644 ～ 1648 年）造られたといわれて
じゅうようぶんかざい え ど じ だ い つく

いる。

〈全国唯一の幸運招き大国様〉
ゆいいつ こううんまね だいこくさま

〈大国殿〉＝重要文化財
だいこくでん

大国殿

祭神は大 己 貴 命。大 国 主 命ともいわれています。幸福を招く福の神様としてまつ
おおなむちのみこと おおくにぬしのみこと

られています。毎月第２土曜日には縁日が、６月には「だいこくまつり」が開かれま
えんにち

す。

朋友神社

祭神は少 彦 名 命。本社の祭神・大己貴
すくなびこなのみこと

命（大国主命）と共に国づくりをされた

神様として医薬の神、知恵の神とあがめ
い や く ち え

られています。

昭和 48 ～ 49（1973 ～ 1974）年にかけて

大規模な解体修理がおこなわれました。
だい き ぼ かいたいしゅうり

このことにより、それまでワラぶきであ

った屋根が板ぶきになりました。

〈朋友神社〉＝重要文化財 江戸時代中期のころ建てられたといわれている。



銅灯籠（化灯籠）
ど う と う ろ う ば け ど う ろ う

どうして、化灯籠なの？

↓これが切りつけられたきずの跡だ！
あと

二荒霊泉
ふ た ら れ い せ ん

この 泉 の水は、目の病気に効く
いずみ みず め びょうき き

といわれている「薬師霊泉」と、お
や く し れいせん

いしいお酒ができるといわれている
さけ

「酒の泉」の水が合 流して、この場所
ごうりゅう ば し ょ

に流れてきています。
なが

昔 は、「酒の泉」は、本当にお酒
むかし ほんとう

の味がしたといわれていますが、今
あじ

は残念ながらお酒の味はしません。
ざんねん

【二荒霊泉】

夜ふけに火を灯すと、ゆらゆらと怪しげな 姿 に変わるた
とも あや すがた

め警固の武士に切りつけられ、たくさんの 刀 きずがあるか
け い こ かたな

らといわれています。しかし、闇の中で風に揺れる灯籠の火
やみ ゆ

はそれだけで不気味でお化けのようです。
ぶ き み

他にも３つの伝説があるよ！

① 灯籠が簑を着て笠をかぶり出歩いていた。
みの かさ

② 灯籠に油を差し明かりをつけるが消えてしまう。灯
さ

籠が油をなめてしまうからだと、こらしめに灯籠を

切りまくった。

③ 灯籠が人間に替わり簑を着て立っていた。その簑坊主
か みのぼうず

を切り伏せたが灯籠に早替わりした。
ふ は や が

灯籠に使っていたナタネ油をなめにきたモモンガか

ムササビだったということらしい。

お 化 け の

正 体 は ？
し ょ う た い

重要文化財に指定されている
じ ゅ う よ う ぶ ん か ざ い し て い

唐銅製春日造りの灯籠（鎌倉時代）
か ら か ね せ い か す が づ く

 



二荒山神社の建築
ふ た ら さ ん じ ん じ ゃ け ん ち く

御本社…江戸前期・元和５年（１６１９年）徳川二代将 軍秀忠公により建てられまし
ご ほ ん し ゃ

え ど ぜん き げ ん な とくがわ しょうぐん ひでただ こう

た。八棟造りという特殊な建築様式で日光の社寺の中でも最も古い建造物の一つです。
やつむねづく とくしゅ けんちく ようしき けんぞうぶつ

優雅な彫 刻や文様など安土桃山様式の残る建築で建築史的価値が高いと言われています。
ゆ う が ちょうこく もんよう あ づ ち ももやま ようしき けんちく け ん ち く し てき か ち

拝殿…江戸前期・正 保２年（１６４５年）に建てられたのではないかと言われていま

は い で ん
え ど ぜん き しょうほう

す。和様を基本とした建築様式で、以前はすぐとなりにあった輪王寺三仏堂と様式が似て
わ よ う りん のう じ さん ぶつどう ようしき

いる点があります。本殿と違い彩色文様も彫 刻もなく単 純だが力強い印象の建造物です。
ちが ちょうこく たんじゅん けんぞうぶつ

本宮神社
ほ ん ぐ う じ ん じ ゃ

大谷川と稲荷川の合 流する丘の上にあります。日光山を開いた 勝 道上 人が、初めて
だ い や が わ い な り がわ ごうりゅう しょう どう しょうにん

大谷川を渡り二荒山（男体山）を遠く眺めて拝んだ場所で、二荒山神社始まりの地となっ
なんたいさん なが おが

ています。古くから御本社・滝尾神社と共に、「日光三社」として信仰を集めています。
ご ほ ん し ゃ たき のお じんじゃ にっこう さんじゃ しんこう

平安・大同三年（８０８年）に建てられ、味耜高彦根 命 を祀り、農業・漁業・交通安
だい どう あじすき たかひこねの みこと まつ

全の神と称えられています。本殿・拝殿とも、江戸・貞 享 元年（１６８４年）の大火で
たた ほん でん はいでん てい きょう がんねん

焼 失し、翌年再建したものです。現在、どちらも銅 板 瓦の屋根ですが、当初は植物性の
しょうしつ よく さいけん どうばんがわら

ふき材であったと考えられています。

八棟造り
やつむねづく

複雑に屋根を組み合
ふくざつ

わせた豪華な造りを
ご う か

しています。

彩色文様
さいしきもんよう

本殿の柱の上部には

美しい文様がほどこ

されています。

蟇 股
かえるまた

下が開いて 蛙 の股
かえる また

のような形をして、

上部の重みを支えて

います。

丸彫・籠彫
まるぼり かごぼり

両面から見られる立

体的な彫刻に、極彩色
ごくさいしき

といわれる色彩で彩

色されています。

本殿…三間社流 造り。方 柱（四角い柱）のある向拝（ひさし）の廻

ほ ん で ん
さんげんしやながれづく ほうちゅう ご は い まわ

りのみ、色鮮やかな極彩色で塗られていますが、その他は内外部とも
あざ ごくさいしき ぬ

弁柄 塗 りで、柱も円 柱となっています。
べんがらうるしぬ えんちゅう

拝殿…間口・奥行きとも三間（6.68メートル）で、屋根は入母屋造り。軒

は い で ん
ま ぐ ち い り も や づ く のき

の廻りは疎垂木（間かくが広いたるき）で、柱はすべて方柱です。内外
まばらたるき

部とも弁柄漆塗りで、彩色はありません。
べんがらうるしぬ さいしき



神仏
しんぶつ

分離
ぶ ん り

にゆれた輪王寺
りんのうじ

    
 

 

 

これは明治１０年（１８７７年）の、三
さん

仏堂
ぶつどう

の移転
い て ん

工事の様子を写
うつ

したものです。

三仏堂はこれまで二荒山
ふ た ら さ ん

神社のところに

あったのですが、神仏
しんぶつ

分離令
ぶ ん り れ い

によって現

在の場所に移
うつ

されたのです。 

これは何？ 

神仏分離令

って何？ 

 

明治
め い じ

新政府
し ん せ い ふ

は、天皇
てんのう

を中心とする政治を進めるため、神道
しんとう

を国の宗 教
しゅうきょう

として位置づけ、全国の神社を

整理
せ い り

し直そうとしました。そのため、これまで神仏がいっしょに祭られてきたのを、はっきりと区別し

て分けようとしたのです。日光山は、明治 4 年（１８７１年）に県から神社と寺の敷地
し き ち

の区別を明らか

にし、神社の敷地内から仏堂などをすべて移すようにと命
めい

じられました。 
 
                                   
県の役人が立ち会って、建物だけでなく

彫刻
ちょうこく

や祭礼
さいれい

の道具などまで、神社のものか寺

のものかを調べました。その結果、二荒山神社

境内
けいだい

と東照宮
とうしょうぐう

境内とされた地域から、三仏堂、相輪塔
そうりんとう

、鐘楼
しょうろう

、本地堂
ほ ん じ ど う

、五重塔
ごじゅうのとう

、護摩堂
ご ま ど う

、経蔵
きょうぞう

など

を、輪王寺（当時、満願寺
ま ん が ん じ

）へ移すよう命じられました。しかし、輪王寺は寺の所有地を大幅
おおはば

にけずら

れたうえ、本坊
ほんぼう

が火災で焼
や

けてしまったり､諸大名
しょだいみょう

に貸
か

していたお金が返してもらえなくなったりした

ため、移転の費用
ひ よ う

が用意できず､二度にわたって延期
え ん き

を願い出ました。 

神仏分離はどのよう

に進められたの？

 
 

神仏分離令は、各地で仏教
ぶっきょう

を排除
はいじょ

する

廃仏
はいぶつ

毀釈
きしゃく

にまで発展
はってん

してしまい､新政府も

行きすぎを反省し､方針
ほうしん

を変えることにな

りました。輪王寺の財政
ざいせい

事情
じじょう

が苦しく､移転の延期を願い出ていたことが結果として幸
さいわ

いしたのです。

また、近くの住民たちも日光町民全体の生活問題であるとして、連判状
れんぱんじょう

をまとめ､落合
おちあい

源七
げんしち

、巴快寛
ともえかいかん

ら

が県や国に日光山の現状
げんじょう

維持
い じ

を願い出ました。こうした働きかけのかいあって移転は相輪塔と三仏堂だ

けにとどまり､移転費用として明治天皇より３０００円（現在のお金で６０００万円くらい）が下賜
か し

さ

れました。こうして三仏堂は無事移転され、昔からのすがたを今に伝えることができたのです。 

輪王寺の建物はどのよ

うにして守られたの？
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四本龍寺の主な史跡
し ほ ん り ゆ う じ し せ き

紫雲石
し う ん せ き

観音堂
か ん の ん ど う

護摩壇と
ご ま だ ん

不動明王
ふ ど う み よ う お う

大谷川を蛇の橋で渡り、山内に住んで修 行 を
へび しゆぎよう

していた勝道上人が、ある日、礼拝をささげた
れい はい

とき、この石のあたりから 紫 の雲が立ちのぼ
むらさき くも

り、男体山の方へたなびくのを見たということ

から、「紫雲石」と呼ばれています。そして、こ
し うん せき

の地を四神守護の霊地（※２） と悟り、四本龍寺
し しんしゆ ご れい ち さと

が建てられました。このことから、「四本 龍 寺」
し ほんりゆう じ

の名前の由来は、「紫雲 立 寺」といわれています。
し うんりゆう じ

※２…東の青 龍 、西の 白 虎、南の朱雀、北の玄武
せいりゆう びやつ こ す ざ く げん ぶ

をまつる神聖な地。
しんせい

三 重 塔と観音堂の間には、
さんじゆうのとう かんのんどう

石の護摩壇があり、その正面
ご ま だん

には不動 明 王がまつられてい
ふ どうみようおう

ます。

奈良時代末期７６６年、日光開山

の祖である 勝 道 上 人によって建て
そ しよう どう しよう にん

られました。平安時代初期８０７年

に は 、 当 時 下 野 国 司 で あ っ た
し も つ け こ く し

橘 利 遠が、千手観音をまつり、大
たちばなのとしとお せん じゆ かん のん

きな御堂に建てかえました。その後
お どう

何度も火災にあい、現在の観音堂は、
か さい かん のん どう

１６８４年に 焼 失後、再建されたも
しようしつ さい けん

ので、二社一寺の建造物の中では珍
けん ぞう

しい白木造り(※１) の建物です。
しら き づく

また、１８７４年（明治７年）に

は、金剛童子を合わせまつったこと
こん ごう どう じ

から、「金剛堂」とも呼ばれています。
こん ごう どう

※１…何も塗らない地のままの木材
ぬ もくざい

で造ること。
つく



日光二荒山神社の AE配置図E

は い ち ず

 
 
 
 
 
 
 
 

【AE大国E

だいこく

AAE殿E

でん

Aと A E大国 E

だいいこく

AAE様E

さま

A】   【AE朋友E

み と も

AAE神社E

じんじゃ

A】      【 AE本E

ほん

AAE殿E

でん

A：神社の中心】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【AE日枝E

ひ え

AAE神社E

じんじゃ

A】      【 AE鳥居E

と り い

A：神社の門】  【 AE拝殿E

はいでん

A：神にAE祈E

いの

Aる場所】 

日光二荒山神社の A E別宮E

べつぐう

Aとして、A E滝E

たき

AAE尾E

のお

A神社とA E本宮E

ほんぐう

A神社があります。 

日光二荒山神社

日光二荒山神社

縁結びの笹

知恵・若返りの水 

神楽殿 

日光二荒山神社 



輪王寺と朝鮮通信使との関わり
り ん の う じ ちょう せ ん つ う し ん し か か

三代 将 軍徳川家光は日本の船が海外に出ることを禁止し、外国から来ることも 断 りま
さん だいしょうぐん とく かわ いえ みつ かい がい きん し ことわ

した。この時代に、日本が交 流 した外国は、中国とオランダ、 琉 球 、 朝 鮮に限られ、
じ だい こうりゅう りゆうきゆう ちようせん かぎ

中でも「通信の国」と呼ばれた琉球と朝鮮とは貿易とともに外交も 行 っていました。
つう しん ぼう えき がい こう おこな

江戸時代、朝鮮通信使が日本に来たのは、合計１２回になります。そのうちの④～⑥回
え ど じ だい

目に当たる、④寛永１３年（１６３６年）、⑤寛永２０年（１６４３年）、⑥明暦元年（１
あ かん えい めい れき がん ねん

６５５年）の３回、日光山にお参りに来ました。三代将軍家光が大猷院として日光に祀ら
にっ こう さん まい たい ゆう いん まつ

れると、⑥回目の明暦元年には東 照 宮だけでなく、大猷院にも儀式を行うために３２２
とうしょうぐう ぎ しき

人の通信使が来ました。

明暦元年の通信使が大猷院に贈った数々の品は、李 朝 国王孝 宗 （在位：１６４９年～
おく かず かず しな り ちようこく おう ヒョジョン ざい い

５９年）の額字をはじめ、大花 筵 、楽器、燈籠などが、輪王寺に今日まで伝えられてい
がく じ おお はな むしろ がっ き とう ろう こん にち つた

ます。これらは、当時の朝鮮文化を伝える上でも貴 重 な品ばかりです。
とう じ き ちょう しな

朝鮮通信使が輪王寺に伝えた宝物
り ん の う じ たから

（日光山輪王寺蔵）
ぞう

朝鮮国王孝宗親筆額字
しんぴつ

この額字は朝鮮国王の孝宗が書いたものです。ここには『靈山法界崇 孝 浄 院』と書か
れいざん ほつかい すうこうじよういん

れています。靈山法界崇孝浄院とは、日光大猷院（靈山法界＝日光、崇孝浄院＝大猷院）

のことです。その意味は、 仏 を祀る聖なる山「靈山」に、将 軍家綱が父のために寺を建
ほとけ まつ せい しようぐん いえつな

てた孝行をあらわしています。（大瀧晴子氏）
こうこう おおたき は る こ

朝鮮国王書と 紅地一重蔓蓮
べに じ ひ と え つる はす

朱漆 塗箱（龍 文） 銀製香合 大 花 筵 唐草文金襴
しゆ うるしぬりばこ りゆうもん ぎんせいこうごう おおはなむしろ からくさ もん きんらん

書と書を入れる箱 香 料を入れる容器
こうりよう よ う き



朝鮮通信使から贈られた宝物の不思議発見！
ち よ う せ ん つ う し ん し お く ふ し ぎ

敔（日光山輪王寺蔵）
ぎよ

ぞう

びっくり情 報！
じようほう

音楽を止めるときに鳴らす音が、

驚 くような大きな音だったため、 柷
おどろ

しく

「ぎょっとする」の語源になりました。
ご げん

（日光山輪王寺蔵）

銅燈籠（大猷院）
ど う と う ろ う

たいゆういん

天 女
てんによ

こま犬

竜
りゆう

敔は中 国古代の楽器です。木製で、
ちゆうごく こ だ い もくせい

虎が伏したような 形 をしています。音楽を
とら ふ かたち

止める合図に使います。左の写真から音を
あ い ず

鳴らす場所を見つけましょう。

（敔の背 中 には２７の 刻 みが
せ なか きざ

あり、この刻みを竹でこすって鳴らします。）

銅燈籠には、どんな不思議なも

のが彫られているでしょう？

柷は中 国古来の楽器です。四角の
ちゆうごく こ ら い

木製の箱でふたの中 央にあながあり、中に
もくせい はこ ちゆうおう

木を入れて、これで底面を打ち鳴らすもの
てい う

です。柷は、どんな合図に使ったのでしょ

う？

朝鮮通信使から贈られ
お く

た銅燈籠は、胴体が「寸胴」
ず ん ど う

（まっすぐ）になっています。

右の写真から「寸胴」の銅燈

籠を見つけましょう。





 
 
 

 

中禅寺
ちゅうぜんじ

は、勝
しょう

道
どう

上人
しょうにん

によって創建
そうけん

されたお寺で、

日光山
にっこうさん

輪
りん

王寺
の う じ

の別院
べついん

です。中禅寺湖の南側
がわ

、歌ヶ浜

にあります。 

本尊
ほんぞん

の立木観音は、勝道上人が男体山を登頂
とうちょう

し

た時に中禅寺湖の湖上に現
あらわ

れた千手観音
せんじゅかんのん

を彫
ほ

った

ものといわれています。また、境内
けいだい

にある波之
は し

利
り

大黒天
だいこくてん

は、勝道上人の男体山登山の時に現れ、上人

の願
ねが

いをかなえた大黒天を彫
ほ

ったといわれていま

す。中禅寺湖の波の上に姿
すがた

が現れたことから、波之利（なみのり）とかいて｢はしり｣と読みます。 
中禅寺やその周

まわ

りには、勝道上人にまつわる物やお話がたくさん伝
つた

えられています。それらも調べて

みると楽しいでしょう。 
 

         初
はじ

め立木観音は、今の場所とは違
ちが

うところに安
あん

置
ち

されていました。現
げん

在
ざい

の二
ふた

荒
ら

山
さん

神
じん

社
じゃ

中
ちゅう

宮
ぐう

祠
し

のところにありました。１９０２年の暴
ぼう

風
ふう

雨
う

で山崩れ
やまくず

にあい、仏堂
ぶつどう

と共
とも

に立木観音も中禅寺

湖に流され、行方
ゆ く え

がわからなくなりました。その後、歌ヶ浜の地で立木観音が見つかり、現在の中禅寺

の場所に建て直されました。 
７８４年 延暦

えんりゃく

３年 中禅寺湖の北側（現在の二荒山神社中宮祠のあたり）に神宮寺
じんぐうじ

（元の中

禅寺）が建
た

てられた。 
１９０２年 明治

め い じ

35年 暴風雨のため山崩れにあい、仏堂が流されてしまった。 
１９１２年 大正

たいしょう

２年 歌ヶ浜（現在の中禅寺）に建て直された。 

 
 

 
 

 
 

（｢日
にっ

光
こう

山
さん

縁
えん

起
ぎ

絵
え

巻
まき

 第５巻 所
しょ

収
しゅう

｣日光山輪王寺所蔵
しょぞう

） 

うつ  か 

神宮寺（元の中禅寺）

歌ヶ浜・現在の中禅寺八丁
はっちょう

出島
で じ ま

 上野
こうづけ

島
じま

 大日崎
だいにちざき

 千手
せんじゅ

ヶ
が

浜
はま

 五
ご

大尊
だいそん

 



立木観音
た ち き か ん の ん

Ｑ どうして立木観音とよばれているの？

Ｑ 手は何本あるの？

Ｑ 顔はいくつあるの？

Ｑ 高さはどのくらいあるの？

本 堂にまつられた十一面千手観音像
ほんどう せんじゅかんのんぞう

勝 道 上 人の作といわれる日光で
しょうどうしょうにん

いちばん古い仏像です。
ぶつぞう

カツラの木をたおさずに根が

ついたまま立木の状 態で彫ったの
じょうたい ほ

で、立木観音とよばれています。

左右の手は、寄木造りで４２本
よ せ ぎ づ く

あります。１本の手で２５の願いを
ねが

かなえてくれるといわれています。

正しくは、十一面千手観音菩薩といわ
じ ゅ う い ち め ん せ んじ ゅか んの んぼ さつ

れ、頭に１１の仏像をのせています。

足もとから頭まで約６ｍの高さといわれています。

観音様のまわりには、四天王像が置
し て ん の う ぞ う お

いてあり、東西南北の方向から観音様を

おまもりしています。

この四天王像は、鎌倉時代になってから
かまくら

源 頼 朝が寄進したものです。
みなもとのよりとも き し ん



〈五大堂〉
ご だ い ど う

本堂うらの高い所に建てられたのが五大堂です。これは、山々
ほんどう た

のお堂の 仏様 を集めて建てられ、昭和４７年に完成したもので
ほとけさま しょうわ かんせい

す。

〈波之利大黒天堂〉 〈愛染明王像〉 〈身代わりのこぶ〉
は し り だ い こ く て ん ど う あ い ぜ ん み ょ う お う ぞ う み が

本尊は秘宝です 愛染堂にまつられています 境内にあります
ほんぞん ひ ほ う けいだい

中禅寺の五大堂

中
央
に
不

動

明

王
が
安
置
さ
れ

ふ
ど
う
み
ょ
う
お
う

あ

ん

ち

て
い
る
五
大
堂
の
中

堅山南風画伯によって天井に描かれた大 雲 龍
かたやまなんぷうがはく えが だいうんりゅう

日光の四季の花々が描かれた格 天 井
し き こうしてんじょう

日光山中禅寺には、ほかにどんなものがあるのかな。
ちゅうぜんじ

天 井もよく見て
てんじょう

みよう



船禅頂について
ふなぜんじょう

船禅頂とは，中禅寺湖岸の 霊場 を船で 巡拝 する１２００年前から続いている
ちゅうぜんじこがん れいじょう じゅんぱい つづ

儀式で，毎年８月４日に行われています。これは日光を開山した 勝道上人 が，
ぎしき しょうどうしょうにん

弟子の道珍とともに霊場を巡り，祈念したことから始まった行事です。
でし どうちん めぐ きねん

船禅頂体験記（平成１８年８月４日）
たいけんき

「船禅頂」はまず，中禅寺境内
けいだい

の石護摩壇にお供えをして，お 経
いしごまだん そな きょう

を唱えることから始まりました。
とな

厳 かな空気の中， 勝道上人 ゆ
おごそ しょうどうしょうにん

かりの霊場巡拝に参加しました。
さんか

１ 石護摩壇 ↓ ２ 読経のようす

供養船に乗って，湖上へ出まし
くようせん

た。 湘南 の寺ヶ崎（八丁出島）
しょうなん てらがさき はっちょうでじま

「薬師堂跡」で，読経が行われま
やくし どうあと どきょう

した。わたしも船上から手を合わ

せました。

３ 八丁出島 ↓ ４ 供養船で移動

南岸松崎の五大尊をお祀りした
なんがんまつざき ごだいそん まつ

「日輪寺跡」を巡ったのち，上野
にちりんじあと めぐ こうづけ

島の「日光開山勝道上人墳墓」を
ふんぼ

拝みました。男体山とのコントラ
おが

ストが美しく，感動的でした。
かんどうてき

５ 上野島 ↓ ６ 墳墓供養

「大日崎」を遠くから拝んだの
だいにちざき

ち，供養船は千手ヶ浜に着きまし
せんじゅがはま

た。歩いて向かった「千手堂跡」

では，参加者全員が自然と手を合
しぜん

わせました。

７ 千手ヶ浜 ↓ ８ 千手堂跡

昼食を船内でとったのち，二荒
ふたら

山 神 社中 宮祠を 船から拝 みまし
さんじんじゃちゅうぐうし

た。歌ヶ浜に戻ったのち，立木観
うた がはま もど たちきかん

音像の前で読経して 終了 しまし
のんぞう しゅうりょう

た。もし機会があれば参加体験し
きかい

９ 二荒山神社中宮祠 てみてください。 10 中禅寺本堂



 
 

                   
 

                   
よ う  め い  も ん

陽  明  門  

              

           
よ う め い も ん

陽 明 門 の
ち ょ う こ く

彫 刻                
ご  じ ゅ う の  と う

五  重  塔  

 
に っ こ う と う し ょ う ぐ う

日 光 東 照 宮 は ，
げ ん な

元 和 ３ 年 （ １ ６ １ ７ 年 ） に ，
と く が わ い え や す

徳 川 家 康
こ う

公 を
か み

神 と し て
ま つ

祀 っ た こ と に
は じ

始 ま り ま す 。                                                

 元 和 ２ 年 （ １ ６ １ ６ 年 ） ４ 月 １ ７ 日 ， 徳 川 家 康 公 は
す ん ぷ じ ょ う

駿 府 城 （
し ず お か け ん

静 岡 県
し ず お か し

静 岡 市 ） に お い て ， ７ ５
さ い

歳 で
な

亡 く な り ，
く

久

の う ざ ん

能 山 に
ほ う む

葬 ら れ ま し た 。 家 康 公 は 「
い た い

遺 体 は
く の う ざ ん

久 能 山 に お さ め ，
い っ し ゅ う き

一 周 忌 を
す

過 ぎ た な ら ば ， 日 光 に 小 さ な お
ど う

堂 を
た

建 て て

祀 り な さ い 。 そ う す れ ば ，
わ た し

私 が 日 本 の 国 の
ま も

守 り
か み

神 に な り ま し ょ う 。」 と
ゆ い ご ん

遺 言 を し ま し た 。  

 
に だ い し ょ う ぐ ん

二 代 将 軍
と く が わ ひ で た だ

徳 川 秀 忠
こ う

公 は 遺 言 に
し た が

従 い ，そ の
じ ゅ ん び

準 備 を
す す

進 め ま し た 。
よ く と し

翌 年（ １ ６ １ ７ 年 ）の ２ 月 に ，
ち ょ う て い

朝 廷 か ら
と う し ょ う だ い ご ん げ ん

東 照 大 権 現

の
し ん ご う

神 号 が
さ ず

授 け ら れ ま し た 。 ３ 月 に は ，
お も

主 な
し ゃ で ん

社 殿 が
か ん せ い

完 成 し ， 久 能 山 か ら
ひ つ ぎ

柩 を
う つ

移 し ， ４ 月 １ ７ 日 に 東 照 大 権 現 を 祀

る
と う し ょ う し ゃ

東 照 社 が
つ く

造 ら れ ま し た 。  

 そ の
の ち

後 ，
と く が わ さ ん だ い し ょ う ぐ ん い え み つ

徳 川 三 代 将 軍 家 光
こ う

公 は ，
か ん え い

寛 永 １ １ 年 ～ １ ３ 年 （ １ ６ ３ ４ ～ １ ６ ３ ６ 年 ） に か け て ， 社 殿 の ほ と ん ど

を 造 り
か

替 え ま し た 。
し ょ う ほ

正 保 ２ 年 （ １ ６ ４ ５ 年 ） に 朝 廷 か ら
ぐ う ご う

宮 号 が
あ た

与 え ら れ ，
い

以
ご

後
と う し ょ う ぐ う

東 照 宮 と
よ

呼 ぶ よ う に な り ま し た 。  

 そ し て ，
え ど じ だ い

江 戸 時 代 を
つ う

通 じ て ，
お も

主 な
し ゅ う り じ ぎ ょ う

修 理 事 業 だ け で も ２ ０
す う か い

数 回
お こ な

行 わ れ ま し た 。 こ う し た ，
ば く

幕
ふ

府 の
ほ ご せ い さ く

保 護 政 策 に よ

り ， 日 光 東 照 宮 は ，
ご う か

豪 華 で き ら び や か な 社 殿 を 今 に
つ た

伝 え て い る の で す 。  



 
よ う め い も ん

陽 明 門 の
れ い じ ゅ う

霊 獣 と 動 植 物  
 

り ゅ う

龍  

 東 照 宮 の 霊 獣 の 中 で 、 ２ 番 目 に 数 が 多 い の が 龍 で す 。  

 龍 は 、
し ん ぴ

神 秘 な 力 を 有 す る と い う 想 像 上 の 動 物 で 、
し ん え ん

深 淵 や 海 中 に
ひ そ

潜 み 、 時 に は 雲 を 起 こ し 、 雨 を 呼 ん で 空 中 を
ひ し ょ う

飛 翔 し ま す 。  

 龍 は 、 三 代 将 軍 徳 川 家 光 の
え  と

干 支 で あ り 、 古 代 中 国 で は 王 権 の シ ン ボ ル で あ る こ と か ら 、 東 照 宮 を 飾 る の に ふ

さ わ し い 霊 獣 と み な さ れ 、 印 象 的 な 場 所 に 多 用 さ れ て い ま す 。  

 特 徴 は 、 目 が 鬼 、 頭 が ラ ク ダ 、 耳 が 牛 、
つ の

角 が 鹿 、 胴 体 は 蛇 、
う ろ こ

鱗 は
こ い

鯉 、 腹 は
し ん

蜃 、
て の ひ ら

掌 は 虎 、
つ め

爪 は
た か

鷹 の 九 つ で

す 。  

息  

 陽 明 門 の
や  ね

屋 根 の 下 に は 、 ２ 段 に 龍 の 頭 が 並 ん で い ま す 。 こ の 二 つ を 見

比 べ て み ま し ょ う 。  

 下 の 段 の も の に は 、 ヒ ゲ が な く 、 ま る で ブ タ の よ う に
う わ く ち び る

上 唇 に
び こ う

鼻 孔 が

つ い て い ま す 。 さ ら に 、 一 角 で 、 牙 が あ り 、
え り あ し

襟 足 の 毛 髪 は カ ー ル し て い

ま す 。 こ れ を 「 息 」 と い い 、「 い き 」 と 読 む の か 「 そ く 」 と 読 む の か も

は っ き り し て い ま せ ん 。  

 
わ に

鰐 が 元 の 姿 と い う 説 も あ り ま す が 、 ど ん な 動 物 か は っ き り 分 か ら な い 、

何 と も 奇 妙 な 動 物 で す 。  



 

  陽 明 門 （ 太 陽 が 明 る く 輝 く こ と を 意 味 す る ）  
 
～ 「

ひ  ぐ

日 暮 ら し 門 」 と も い わ れ ま す ～  
  こ の 門 の 彫 刻 や

か い が

絵 画 を よ く 見 て い た ら 日 の

暮 れ る の も 忘 れ る か ら で す 。
ゆ ら い

由 来 は
き ょ う と ご し ょ

京 都 御 所

の 中 に あ る 東 の 正 門 の 名 を い た だ い た と い わ

れ ま す 。  
 ほ か に 「

ち ょ く が く も ん

勅 額 門 」 と も い わ れ ま す 。  
そ れ は 、

か ら は ふ

唐 破 風 の 所 に
ご み ず の お て ん の う

後 水 尾 天 皇 の 筆 と い わ

れ る 「
と う し ょ う だ い ご ん げ ん

東 照 大 権 現 」 の 額 が さ が っ て い る か

ら で す 。  
 そ の 上 に は 鬼 の 面 が つ い て お り 、 恐 ろ し い

顔 で 下 を に ら ん で い ま す 。 こ れ は 、 こ の 門 内

に 悪 魔 を い れ な い よ う に と 、 鬼 が 見 張 っ て  
い る の で す 。  
 
 ～ 構 造 ～  
  

い り も や

入 母 屋 、
し ほ う か ら は ふ

四 方 唐 破 風 （ 中 央 が 盛 り 上 が り 、
り ょ う た ん

両 端 が
そ

反 り 返 っ た 曲 線 が 特 徴 ） 造 り で す 。  
  面 積 ３ ３ 平 方 メ ー ト ル （ １ ０ 坪 程 度 ）、 費 用 約 ３ 億 円 、 １ 坪 平 均 ３ 千 万 円 と い わ れ ま す 。  
  高 さ １ １ ． １ メ ー ト ル 、 正 面 の 長 さ ７ メ ー ト ル 、  奥 行 き ４ ． ４ メ ー ト ル で す 。  
      ～ い っ た い い く つ の 彫 刻 が あ る の で し ょ う ～  
     ○ ５ ０ ８ 体  
       人 物 ４ ２ ・ 霊 獣 １ ９ ４ ・ 鳥 類 ７ １ ・ 植 物 １ ５ ９ ・ 昆 虫 ７ ・ 水 波 １ ７ ・ 雲 １ ８  
       

じ も ん

地 紋 （ 一 定 の 図 形 が 繰 り 返 さ れ る 模 様 ） と よ ば れ る 彫 刻 が 柱 や 梁 に あ り ま す 。  
     ○ 東 照 宮 で ３ 番 目 の 彫 刻 の 数 で す  
        ち な み に 第 １ 位 本 社 （

ほ ん で ん

本 殿 ・
い し の ま

石 の 間 ・
は い で ん

拝 殿 ） ２ ４ ６ ８ 体  
                第 ２ 位 唐 門 ６ １ １ 体  
 

        ～ 「
ま  よ

魔 除 け の
さ か さ ば し ら

逆 柱 」 ～  
   
 １ ２ 本 の 柱 に は

ご ふ ん

胡 粉 （ 貝 殻 を す り つ ぶ し て つ く っ た 白 色 の
が ん り ょ う

顔 料 ） が 塗 ら れ 、 ｸﾞﾘ
も ん

紋 と よ ば れ る 地 紋 が 彫 ら れ て い ま す 。

し か し 、
う ち が わ

内 側 の ２ 本 目 だ け が 他 の 柱 と 逆 に 下 向 き に な っ て い ま

す 。 こ れ は 、 魔 除 け の た め に わ ざ わ ざ 逆 に 彫 っ た と い わ れ ま す 。  
 グ リ 紋 は 中 国 の

う る し こ う げ い ひ ん

漆 工 芸 品 の デ ザ イ ン に 多 く 見 ら れ 、
い っ け ん

一 見 、
け も の

獣 の 顔 を 想 像 さ せ 、 こ れ 自 体 に も  魔 除 け の 意 味 が あ る と い わ

れ ま す 。  
 

 
     ＜ こ ん な 説 も あ り ま す ＞  
  建 物 は 完 成 し た

し ゅ ん か ん

瞬 間 か ら
ほ う か い

崩 壊 が 始 ま り ま す 。 そ れ な ら 、
し の こ

仕 残 し し て 完 成 さ せ な け れ ば 、 崩 壊 し ま せ ん 。

し か し 、 実 際 仕 残 し が あ っ て は 困 り ま す 。 そ こ で 、 １ か 所 だ け 他 と 異 な る よ う に し た の で は な い か と い う

説 で す 。  

     陽  明  門  
 

   逆  柱  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 唐 獅 子 は ， 聖 域
せ い い き

を 守
ま も

る 獣
け も の

と し て 中 国
ち ゅ う ご く

か ら  

古 い 時 代
じ だ い

に 伝
つ た

わ っ た ラ イ オ ン の こ と で す 。  

 鼻
は な

の 先
さ き

が 広
ひ ろ

が り ， 爪
つ め

と 目
め

が 金 色
き ん い ろ

を し て い  

ま す 。 陽 明 門
よ う め い も ん

に は ７ ６ 頭
と う

も い て 東 照
と う し ょ う

宮
ぐ う

全
ぜ ん

 

体
た い

の ほ と ん ど の 唐 獅 子 が こ こ に あ り ま す 。  

唐 獅 子 の 勇
い さ

ま し い 姿
す が た

が ， 当 時
と う じ

の 武 将
ぶ し ょ う

た ち に  

好
こ の

ま れ ま し た 。  

 錦 鶏
き ん け い

は 中 国
ち ゅ う ご く

か ら 伝
つ た

わ っ た キ ジ の 一 種
い っ し ゅ

で す 。  

 尾
お

の 先
さ き

が 真
ま

っ す ぐ で 長
な が

く ， 頭
あ た ま

に 冠
か ん む り

の よ う  

な 羽
は ね

が あ っ て ， 腹
は ら

が 赤
あ か

い の が 特 徴
と く ち ょ う

で す 。 東
と う

  

照 宮
し ょ う ぐ う

全 体
ぜ ん た い

で は ４ ０ 体
た い

も 彫 刻
ち ょ う こ く

さ れ て い ま す 。  

錦 鶏
き ん け い

の 彫 刻
ち ょ う こ く

の 多
お お

く は ， バ ラ の 花
は な

と 一 緒
い っ し ょ

に 彫
ち ょ う

   

刻
こ く

さ れ て い ま す 。   

龍 馬   

 龍 馬
り ゅ う ば

は ， ひ づ め を も つ 龍
り ゅ う

の こ と で す 。  

 顔
か お

は 龍
り ゅ う

に 似
に

て い ま す が ， 太
ふ と

い ひ げ が な く ， 足
あ し

に 馬
う ま

と  

同
お な

じ よ う な ひ づ め を 持
も

っ て い ま す 。 体
か ら だ

が 白
し ろ

く ぬ ら れ ，  

目
め

と ひ づ め が 金 色
き ん い ろ

を し て い ま す 。 陽 明 門
よ う め い も ん

に は 浮
う

き 彫
ほ

り  

の 龍 馬
り ゅ う ば

が ８ 頭
と う

い て ， 空
そ ら

に 駆
か

け 出
だ

さ ん ば か り の 姿
す が た

で す 。  

唐 獅 子  

 牡 丹
ぼ た ん

は ， 東 照 宮
と う し ょ う ぐ う

の 中
な か

で ， 最
も っ と

も 数
か ず

の 多
お お

い 彫 刻
ち ょ う こ く

で す 。  

 陽 明 門
よ う め い も ん

に は ， 大
お お

き い 浮 き 彫
ぼ

り の 牡 丹
ぼ た ん

が 左 右
さ ゆ う

に あ り ま  

す 。 東 照 宮
と う し ょ う ぐ う

全 体
ぜ ん た い

で は ， １ ０ ０ ０ 体
た い

も あ り ま す 。 中 国
ち ゅ う ご く

の  

古
ふ る

い 時 代
じ だ い

か ら ， こ の 花
は な

は 「 花
は な

の 王 様
お う さ ま

」 と 言
い

わ れ ， 人 々
ひ と び と

 

に 大 変
た い へ ん

愛
あ い

さ れ ま し た 。 牡 丹
ぼ た ん

は ， 葉 先
は さ き

が ３ つ に 分
わ

か れ て  

い て 緑 色
み ど り い ろ

が 濃
こ

い の が ， 特 徴
と く ち ょ う

で す 。                   

牡 丹  

鯉  

錦 鶏  

 東 照 宮
と う し ょ う ぐ う

の 彫 刻
ち ょ う こ く

の 中
な か

で ， 魚 介 類
ぎ ょ か い る い

は 鯉
こ い

だ け で す 。  

 陽 明 門
よ う め い も ん

に は ， 琴
き ん

高
こ う

仙 人
せ ん に ん

の 乗
の

っ た 鯉
こ い

が 彫 刻
ち ょ う こ く

さ れ て い ま  

す 。 仙 人
せ ん に ん

は 琴
こ と

の 名 人
め い じ ん

で ， ８ ０ ０ 年
ね ん

も 長 生
な が い

き を し た そ う  

で す 。 あ る 時 弟 子 た ち に 「 龍 の 子 を 捕 ま え る 。」 と 約
や く

 

束
そ く

し て 川
か わ

の 中
な か

へ 入
は い

り ， 大
お お

き な 鯉
こ い

に 乗
の

っ て 現
あ ら わ

れ 人 々
ひ と び と

を 驚
お ど ろ

 

か せ ま し た 。 波 間
な み ま

か ら 姿
す が た

を 見
み

せ た 瞬 間
し ゅ ん か ん

が こ の 彫 刻
ち ょ う こ く

で す 。      



 

陽 明 門 の 唐 子
か ら こ

彫 刻  
 

  陽 明 門 の 正 面 、 高 欄
こ う ら ん

と 呼 ば れ る 黒 い 手 す り の と こ ろ に 、「 唐 子 の 知 恵 遊 び 」 と 呼 ば れ る

子 ど も た ち の 彫 刻 が あ り ま す 。 ジ ャ ン ケ ン 、 竹 馬 、 鬼 ご っ こ な ど 、 現 代 も 見 ら れ る 様 々 な

遊 び が 描 か れ て い ま す 。   

  遊 び の 彫 刻 は ２ ０ 体 、 他 に 花 鳥 の 彫 刻 が １ ０ 体 あ り ま す 。 な ぜ 、 遊 ん で い る 子 ど も の 彫

刻 が あ る の で し ょ う ？  

 

 

 

 

 

 

  そ の 答 え は 「 平 和 へ の 願 い 」 が こ め ら れ て い る と い わ れ ま す 。 平 和 な 世 界 に こ そ 、 子 ど

も た ち は の び の び と 暮 ら す こ と が で き ま す 。 そ し て 、 平 和 な 世 界 を 築 く の も 子 ど も た ち で

す 。 そ の 意 味 で 、 子 ど も は ど ん な 時 代 で も 宝 物 以 上 に 大 切 な の で す 。 子 ど も に 「 正 し い 道

を 歩 ん で 平 和 の 礎 に な っ て ほ し い 」 と い う 家 康 公 の 願 い を 、 唐 子 の 彫 刻 は 訴 え て い る の で

す 。  

 

 

 

 

 

 

  子 ど も の 成 長 に と っ て 大 切 な 「 遊 び 」 は 、 家 庭 や 学 校 以 上 に 多 く の 事 を 学 ん で い く 場 で

あ る と と も に 、 動 植 物 や 昆 虫 と の 触 れ あ い は 生 命 に つ い て の 優 れ た 教 育 の 場 で も あ り 、 自

然 の 美 し さ 、 厳 し さ を 学 ぶ 場 に も な る の で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「 け  ん  か 」  正 面 東 側 の 右 か ら ４ 番

 「 司 馬 温 公 の か め わ り 」  正 面 中 央  
 

    「 鬼 ご っ こ 」  正 面 中 央 の 左 側  
 

「 雪 だ る ま を 作 っ て い る と こ ろ 」  背 面 中 央  
 



 
 
司 馬
し ば

温
お ん

公
こ う

の 瓶
か め

割 り         － 生 命 の 大 切 さ －  
 
場 所  ：  高 欄

こ う ら ん

の 正 面 中 央  
 
 
 昔 の 中 国 （ 北 宋

ほ く そ う

） 政 治 家 、 司 馬 温 公 （ 司 馬 光 と も い う ） の 子 ど も の こ ろ の 話 で す 。  
温 公 は 、『 資

し

治 通
じ  つ う

鑑
が ん

』 と い う 、 ２ ９ ４ 巻 に も お よ ぶ 政 治 の 参 考 と な る 書 物 を 書 い た 学 者 と し て も 有 名

で す ｡ 
 大 き く て と て も 高 価 な 水 瓶 が あ り ま し た 。 そ の あ た り で 友 達 と 遊 ん で い た と こ ろ 、 友 達 の 一 人 が そ の

水 瓶 の 中 に 落 ち て 、 今 に も お ぼ れ そ う に な っ て い ま す ｡そ こ で 温 公 は 、 友 達 を 助 け る た め に 、 父 親 か ら

し か ら れ る の を 覚 悟 し て 石 で 瓶 を 割 っ た の だ と い い ま す ｡そ の 結 果 、 友 達 の 命 は 救 わ れ ま し た ｡ 
 そ れ を 聞 い た 父 親 は 、 し か る ど こ ろ か 温 公 を ほ め た た え 、 改 め て 命 は ど の よ う な 高 価 な も の よ り も 大

切 だ と い う こ と を 教 え た そ う で す 。  
 
     写 真 の 矢 印 Ａ ・ ・ ・ 瓶 が 割 ら れ た の で 、 落 ち た 子 が 中 か ら は い 出 し て い る ｡               
     写 真 の 矢 印 Ｂ            ・ ・ ・ 石 を 持 っ て 、 手 を ふ り あ げ て い る 温 公 。                           
     写 真 の 矢 印 Ｃ            ・ ・ ・ 友 達 が 助 か っ た の で 、 喜 ん で 手 を た た い て い る 子 。                 
     写 真 の 矢 印 Ｄ            ・ ・ ・ 大 切 な 瓶 を 割 っ た と こ ろ に い て 、 し か ら れ る と 思 っ た の か 逃 げ 出 し た 子 。  
     写 真 の 矢 印 Ｅ            ・ ・ ・ び っ く り し て 何 も で き な か っ た 子 。                               
 
  勉 強 に 関 す る 彫 刻 は 右 端 に あ り ま す が 、 命 を 救 う 彫 刻 は 中 央 に 置 か れ て い ま す 。  
こ の こ と は 、 勉 強 以 上 に 命 を 大 切 に し な け れ ば い け な い と い う こ と を あ ら わ し て い ま す ｡      

  
                  Ｄ                 Ｂ         Ａ             Ｃ        Ｅ  
         ↓              ↓     ↓             ↓         ↓  
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鬼怒
き ぬ

川
がわ

へ 
                        
              

 

宇都宮
う つ の み や

へ

 

                

 鹿沼
か ぬ ま

へ
イ．日光例幣使街道

ア．日光街道

ウ．会津西街道

日光杉並木は、家康
いえやす

の近臣
きんしん

だった松平
まつだいら

正綱
まさつな

が、亡
な

き将
しょう

軍
ぐん

の恩
おん

に報
むく

いるため、

紀州
きしゅう

熊野
く ま の

から苗木
な え ぎ

を取
と

り寄
よ

せ、日光へと続く
つづ

道にそって植えた杉の並木のこと

です。その道とは江戸時代に整
ととの

えられたア．日光街道
かいどう

 イ．日光例
れい

幣
へい

使
し

街道 

ウ．会津
あ い づ

西街道 の３つの道で、杉並木は国の特別
とくべつ

史跡
し せ き

・特別天然
てんねん

記念物
き ね ん ぶ つ

の二

重指定
し て い

を受けています。二重指定を受けているのは日本でも日光杉並木だけで、

世界一長い並木道として、ギネスブックにものっています。 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
  
               寛永 2 年に植え始めた時の日光領 

 寛永 21 年後に日光領となった村 
 
 
 
 

 

寄進碑・・・杉並木を植えたことを記
しる

すために建てた石
せき

碑
ひ

で、国の特別史跡です。神橋近くの寄進碑以

外は、日光神
しん

領
りょう

（東照宮の領地
りょうち

）と他
た

藩
はん

との境
さかい

に建てられました。→このため境
さかい

石
いし

とも呼
よ

ばれます。 

 
 
 
 
 
 

①神橋（１６４８年建立
こんりゅう

）    ②大桑（洪水
こうずい

で１８６４年再建
さいけん

）   ③大沢（１６４８年） 
                                          

 
 
 
 
 

④小倉
こ く ら

（鹿沼市と日光市の境、１６４８年） 

すぎ  なみ  き 

杉並木は今は途切
と ぎ

れているところもあるし、町の中には最初から植えられ

ていないんだ。でも起点となる神橋の近くと、日光
にっこう

神領
しんりょう

の境界
きょうかい

に寄
き

進
しん

碑
ひ

が立っ

ていて、もともとの範
はん

囲
い

がわかるんだよ。 

杉並木の全長
ぜんちょう

 約３７ｋｍ 

ア．日光街道 

（神橋～今市 ８．５ｋｍと、 
今市～大沢 １０．７ｋｍ） 

イ．日光例幣使街道 

（今市～小倉 １３．９ｋｍ） 
ウ．会津西街道 

（今市～大桑  ３．９ｋｍ） 

寄進碑って？ 

①神橋
しんきょう

②大桑
おおくわ

今市

③大沢

④小倉
こ く ら

杉並木の範囲
は ん い

 



 

Ｑ．最初から今の長さだったの？ 

 
 
 
 
 
 
 

Ｑ．いつごろ植えられたの？  

   
 
 
 
 
 
  

 ※大名…１万石
まんごく

以上の領地を持つ武家
ぶ け

。江戸時代、東照宮には大名でないと建物
たてもの

や灯
とう

籠
ろう

な

どを奉納することができなかった。 

Ｑ． 松
ま つ

平
だいら

 正
ま さ

綱
つ な

って、どんな人？ 

 
 
 
 

 

Ｑ．何本くらいあるの？ 

  
 
 
 

 
 
 
 

杉並木は、松平
まつだいら

正綱
まさつな

が※大名になった寛永
かんえい

２年（１６２５年）ごろから

植え始め、東照宮に奉納
ほうのう

しました。杉の苗
なえ

は紀州
きしゅう

熊野
く ま の

（今の和歌山
わ か や ま

県）か

ら取
と

り寄
よ

せたもので、日
にっ

光
こう

神
しん

領
りょう

のほか塩
しお

谷
や

町の林業
りんぎょう

農家
の う か

も苗を育
そだ

てたそ

うです。家康
いえやす

公
こう

の３３回御神忌
ご し ん き

（１６４８年）にすべてが植え終わり寄進

碑が建てられました。 

 杉並木は寛永２年（１６２５年）に植え始めた時、日光神領
しんりょう

（東照宮

の領
りょう

地
ち

）は今市までだったので植えた距離は約３里（１２km）でした。

その後寛永２１年（１６４４年）に大沢まで神領が広がりました。杉並

木は、日光神領内の街道
かいどう

に植える計画だったので、さらに約７里（２８

km）分が延長
えんちょう

されたというわけです。 

松平
まつだいら

 正綱
まさつな

は、17 歳の時から家康
いえやす

公
こう

の家来
け ら い

になり、後に幕府
ば く ふ

の財政
ざいせい

を管理
か ん り

する大切な仕事を任
まか

されました。家康公が亡
な

くなったあとも、

２代将軍
しょうぐん

秀
ひで

忠
ただ

、３代将軍家光
いえみつ

に仕
つか

え寛永２年（１６２５年）に大名に

なりました。家康公の３３回御神忌の時には、日光にお参
まい

りにいく家

光の先
さき

駆
が

けを務
つと

め、この後、日光で病に倒
たお

れ亡
な

くなりました。 

最初は５万本くらい植えられましたが、現在樹齢
じゅれい

が約３７０年くらいの

杉は１万３０００本が残っています。杉並木は日光
にっこう

奉行
ぶぎょう

に管理
か ん り

され、「立
た

ち

枯
が

れや風倒木
とうぼく

があれば道中
どうちゅう

奉行
ぶぎょう

に届ける」「伐採
ばっさい

の後
あと

には苗木
な え ぎ

を植える」

「伐採した木は払
はら

い下げる」などが決められていました。また、街
かい

道筋
どうすじ

の

村には下草刈
し た く さ が

りや清掃
せいそう

することが課
か

せられ、杉を黙
だま

って伐採
ばっさい

し盗
ぬす

んだ者
もの

は

田畑屋敷
や し き

を没収
ぼっしゅう

の上、下野
しもつけ

国外
こくがい

へ追放
ついほう

されました。杉並木が大切に守られ

てきたことがわかります。 

杉並木
す ぎ な み き

についてもっとくわしく調べてみよう！ 



 

 鳥居を支える柱の継ぎ目 

い し  ど り  い 

 上を見上げると中央
ちゅうおう

に額
がく

が掲
かか

げ

られています。「東照
とうしょう

大権現
だいごんげん

」の文

字は後
ご

水尾
みずのお

天皇
てんのう

が書いたとされま

す。この額だけでも畳
たたみ

１枚分の大き

さがあります。 

東照宮
とうしょうぐう

の境内
けいだい

の入口に建
た

つ石
いし

鳥居
ど り い

は、元和
げ ん な

４年（１６１８年）筑前
ちくぜんの

国
くに

（福岡県
ふくおかけん

）の大名
だいみょう

、黒田
く ろ だ

長政
ながまさ

が奉納
ほうのう

したものです。江戸時代に建てられた石造
いしづく

りの鳥居
と り い

としては日本
に ほ ん

最大
さいだい

で、黒田長政の

領内
りょうない

、筑前
ちくぜんの

国
くに

志摩郡
し ま ぐ ん

小金丸村
こがねまるむら

から切り出した御影石
み か げ い し

（花崗岩
か こ う が ん

）で造
つく

られています。石材
せきざい

は、船で

江戸
え ど

まで運
はこ

ばれ、江戸からは川をさかのぼり、下野
しもつけ

小山
お や ま

近くの乙女
お と め

河岸
が し

で陸揚
り く あ

げされ、そこから

は、人力
じんりき

で陸路
り く ろ

を運ばれました。たいへんな作業
さぎょう

であったと考えられます。 

 昭和
しょうわ

２４年（１９４９年）に日光周辺
しゅうへん

をおそった大地震
お お じ し ん

で、柱に１０ｃｍほどのずれができてしまったそうです。

しかし、その後の余震
よ し ん

で、ずれたつなぎ目が徐々
じょじょ

に元
もと

の

位置
い ち

に戻
もど

ったといわれています。柱の継
つ

ぎ目の部分の内側

は、穴
あな

が掘
ほ

ってあり木の柱でつないであるそうです。また

鳥居は１５の石で組み立てられていますが、上部
じょうぶ

の石は、

重 量
じゅうりょう

を軽
かる

くするために中心がくりぬいてあります。これ

らの工夫があったから、大きな地震にもくずれることがな

かったのでしょう。 

     千人
せんにん

枡形
ますがた

 

石鳥居の下の石段
いしだん

を千人枡形と呼
よ

びま

す。石段は１０段あり、人を並
なら

べると１段

に約１００人乗ります。１０段で合計千人

あまりを収容
しゅうよう

できるので、この名前がつ

きました。また、石段
いしだん

は、上に行くほど横幅
よこはば

が狭
せま

く段
だん

も低
ひく

くなっています。遠近法
えんきんほう

によ

り、実際
じっさい

より高く、鳥居も遠くに見せる

工夫
く ふ う

がしてあるのです。 

 照降
てりふり

石
いし

 

石段の１０段目、鳥居の少し手前のところ

に斜
なな

めに線
せん

が入ったように色が分かれた敷石
しきいし

があります。茶と青の色の違
ちが

いが強まると

翌日
よくじつ

から天気がくずれるといわれています。

高さ ９メートル 

柱
はしら

の中心の間隔
かんかく

 ６．８メートル 

柱の直径
ちょっけい

 １．２メートル 

（実は柱の太さは、西側の方が１０ｃｍほど太い）

 １５の石で組み立てられています

が、継ぎ目の一カ所は額を下げるため

の金具
か な ぐ

でかくされています。 

さがしてみよう 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ご   じ ゅ う の   と  う 

 石
いし

鳥居
ど り い

をくぐった左手には朱塗
し ゅ ぬ

りの美しい五重塔
ごじゅうのとう

がそび

え立っています。五重塔は若狭
わかさの

国
くに

（福井県
ふ く い け ん

）小浜
お ば ま

藩主
はんしゅ

、酒井
さ か い

忠
ただ

勝
かつ

が、家康
いえやす

公
こう

の３３回御神忌
ご し ん き

に当たり、江戸
え ど

時代
じ だ い

の慶安
けいあん

３

年（１６５０年）に奉納
ほうのう

したものです。文化１２年（１８

１５年）に火災
か さ い

にあい焼失
しょうしつ

してしまいましたが、３年後の

文政
ぶんせい

元年
がんねん

（１８１８年）忠勝の子孫
し そ ん

によって再建
さいけん

されまし

た。 

心心心柱柱柱
しししんんんばばばしししららら

ののの秘秘秘密密密
ひひひ みみみ つつつ

   
中心を 貫

つらぬ

いているのは直径
ちょっけい

６０ｃｍの

心柱。この心柱は４層
そう

目（４階
かい

）から、く

さりでつり下げられ、最下部
さ い か ぶ

にある礎石
そ せ き

の

穴
あな

の中で１０ｃｍくらい浮
う

いています。 

屋屋屋根根根
ややや ねねね

ののの秘秘秘密密密   
１層目から４層目までの屋根の垂木

た る き

はま

っすぐ平行（和様
わ よ う

）、５層目の垂木は扇
おうぎ

のよ

うに放射状
ほうしゃじょう

（唐様
からよう

）になっています。 

十十十二二二支支支
じじじ ゅゅゅ ううう ににに ししし

ののの彫彫彫刻刻刻
ちちちょょょうううこここくくく

   
１層目の屋根の下の部分、かえる股

また

には

十二支の動物のあざやかな彫刻がほどこさ

れています。 

長い年月がたつうちに、木造
もくぞう

の建物
たてもの

は、建物
たてもの

自体
じ た い

の重みと、木の収 縮
しゅうしゅく

によりゆがみが生
しょう

じ

てきますが、これを調整
ちょうせい

するはたらきがあるの

です。また、地震
じ し ん

や強風
きょうふう

にも耐
た

えられる造
つく

りと

なっているのです。 

子
ね

（ネズミ）は北、卯
う

（ウサギ）は東、午
うま

（ウ

マ）は南、酉
とり

（トリ）は

西というように、十二支

で方角
ほうがく

を示
しめ

しています。

五重塔にほどこされている工夫
く ふ う

をさぐってみよう 

高さ ３６メートル 

周囲 ５．３メートル四方
し ほ う

 

 ４層目と５層目の垂

木の違いを見てみよう。

１カ所だけ他と違
ちが

った

造りになっているのは、

建物は完成
かんせい

したときから

崩壊
ほうかい

が始
はじ

まるので、完成
かんせい

させなければ崩壊はおこ

らないといった考えにも

とづいていると言われて

います。陽明門
ようめいもん

の「魔
ま

よ

けの逆 柱
さかさばしら

」と同じ意味で

す。 

 石鳥居と五重塔 



境内
けいだい

の灯籠
とうろう

 
 

 

 

 

 

灯籠というのは､昔の照明
しょうめい

器具
き ぐ

のことです。お寺

や神社にはどこにでも見られるものですが､一般
いっぱん

に､

これらは他から奉納
ほうのう

されたものです。奉納された灯

籠からは、人々が寺社
じ し ゃ

の神仏
しんぶつ

を敬
うやま

う気持ちが読み取

れます。                        陽明
ようめい

門
もん

前石段
いしだん

下 

 

 

                 

 

 

 

東照宮には１２３基
き

の灯籠があります。このうち約

１２０基は諸大名
しょだいみょう

からの奉納品です。特
とく

に御鎮座
ご ち ん ざ

の年

の元
げん

和
な

３年（１６１７年）には４８名の大名らが、合

計７１基を奉納しています。将軍家
しょうぐんけ

への忠誠心
ちゅうせいしん

を見せ

ようと競
きそ

って奉納したことが想像
そうぞう

されます。 

       

三神庫
さ ん じん こ

前 

 

 

 

 

 

 

灯籠の材質
ざいしつ

は、石でできているものがほとんどですが､銅製
どうせい

の

ものもいくつか見られます。中でも一番珍
めずら

しいのは鉄
てつ

製のもの

で、２基だけです。これは仙台
せんだい

藩主
はんしゅ

の伊達
だ て

政宗
まさむね

が奉納したもの

で､俗
ぞく

に「南蛮
なんばん

鉄灯籠」と呼
よ

ばれており､ポルトガルから輸入
ゆにゅう

し

た鉄材で造
つく

られたと語
かた

り伝
つた

えられています。           陽明門前大石段下 

 

灯籠って何？ 

東照宮
とうしょうぐう

にはどのくらい灯籠

があるの？ 

立派
り っ ぱ

な灯籠だね。 

これは何？ 

 



陽明門前には、シャンデリア型（釣燈籠）、スタンド型（蓮燈籠）、回転燈籠
ようめいもん つりどうろう はすどうろう かいてんどうろう

と釣鐘があります。三基の燈籠はオランダ 商館 が将 軍 家 光に献上したものです。釣鐘は
つりがね さ ん き しょうかん しょうぐんいえみつ

朝鮮 から献上されたものです。また、回 廊 南 側 外 壁に取り付けられたブラケット型灯架
ちょうせん かいろうみなみがわがいへき と う か

（ 燭 台）12 基もオランダから献上されたものです。
しょくだい き

シャンデリア型（釣燈籠） スタンド型（蓮燈籠） 回転燈籠

寛永13年(1636年)に奉納 寛永17年(1640年)に奉納 寛永20年(1643年)に奉納
かんえい ほうのう

回廊南側外壁に取り付けられたブラケット型灯架（燭台）

には、イルカのデザインが用いられて
もち

います。

ヨ ー ロ ッ パ で は 、 イ ル カ は 「 海 の

騎士」とも呼ばれていたそうです。
き し よ

①逆さについた 葵 の紋
さか あおい もん

オランダから献上された回転燈籠についています。

②飛び越えの獅子
と ご し し

陽明門前の石段を上がると、石の瑞垣の左右から、石で 彫刻 した
いしだん たまがき ちょうこく

獅子が向かい合ってにらめっこしています。

家光が東照宮ができあがったというので見に来た時、陽明門の規模
き ぼ

が小さくて気に入らず、機嫌が悪くなったが、近づいてよく見ると、
き げ ん

門が杉のなかに燦爛と 輝 いている。家光はとても気をよくしたが、
すぎ さんらん かがや

急 に笑顔を見せるのもおかしい。そこで、近くにあった獅子の彫刻
きゅう え が お

に目をとめ「 誠 によい」と、石の彫刻にかこつけて機嫌がなおった
まこと

という話があります。

Ｑ ． イ ル カ が い る っ て 本 当 ？

見 つ け て み よ う ！

Ｑ ． 外 国 か ら 献 上 さ れ た も の が あ る の ？
け ん じ ょ う



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 上の絵図は「日
にっ

光
こう

道
どう

中
ちゅう

図
ず

絵
え

」の中の

「日
にっ

光
こう

山
さん

内
ない

図
のず

」です。天
てん

保
ぽう

年間（今から約 
260 年前）に書かれたものです。 

 一方、左は現
げん

在
ざい

の東照宮の 縮
しゅく

小
しょう

図
ず

で

す。２つの絵図をよく 見てみまし ょう 。

建物
た て も の

の位置がほとんど同じですね。 
 日光東照宮は、1636 年に現在の建物

が完成してから江戸時代だけでも 20 数

回修理が行われました。しかし、東照宮

の姿は完成した時のまま、今も残っていま

す。これは、東照宮が時代を超え、たくさ

んの人々によって大切に守られてきたとい

う証
あかし

なのです。そして、その思いは現在に

も受けつがれています。 

 

※三
さん

仏
ぶつ

堂
どう

と相
そう

輪
りん

橖
とう

は、明
めい

治
じ

時
じ

代
だい

になって

輪
りん

王
のう

寺
じ

境
けい

内
だい

へ移築されました。 



①御
お

仮
かり

殿
でん

の天
てん

井
じょう

 

 
中央の模

も

様
よう

の向きが、まわりのものと

ちがいます。 

②五重塔
ごじゅうのとう

の屋根
や ね

 

 
垂
たる

木
き

を見ると、４層
そう

目までと５層目のな

らび方がちがいます。 

③上
かみ

神
じん

庫
こ

の蟇
かえる

股
また

 ④下
しも

神
じん

庫
こ

の蟇
かえる

股
また

 

 
この建物だけ、葵

あおい

の紋
もん

ではなく巴
ともえ

の紋

がつけられています。 
５つのうち、中央の模様の大きさがちがいます。 

 
⑥魔

ま

除
よ

けの逆
さか

さ柱
ばしら

 

 
１本だけグリ紋が逆さになっています。

⑤御
お

水
みず

屋
や

の屋
や

根
ね

 

 
 １つの角のひさしが欠けています。 

⑦拝
はい

殿
でん

の柱 

 
 右の模様が逆さになっています。 

  

 「魔除けの逆さ柱」のいわれはよく知られていますが、 

ほかの建物もよく見てみると、同じように１か所だけちがう 

ものがあることが分かります。もしかしたら、わたしたちが 

気づいていないだけで、まだまだほかにも同じようなものが

あるのかもしれません。よく注意して、見つけてみましょう。 
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お    かり   でん 

 
 「御仮殿」とは、神社の本社を修

しゅう

理
り

したり、造
つ く

りかえ

たりする時に、神様を移しておまつりする建
たて

物
も の

です。

ふつう修理が終われば、取り壊
こ わ

してしまうものですが、

日光東照宮は、修理を定
てい

期
き

的
て き

に行うので、そのまま

残
の こ

されています。また、造りも立派になっています。 

 

「御仮殿」ってどんな建物なんだろう？ 

 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

 【透
すき

塀
べい

】  
 
 

 

【唐
から

門
もん

】 
 

本 殿 

⑥ 
④

⑤ 

相
あい

之
の

間
ま

 

掖
わき

門
もん

 

【 鐘
しょう

楼
ろう

】

銅
どう

製
せい

の鳥
と り

居
い

②  ①  ③ 

⑦ 

拝
はい

 殿
でん

 

本
ほん

 殿
でん

 

拝 殿

※ 図の中の番号①～⑦は、次のページの写真右下の①～⑦に対応しています。 



 

「御仮殿」の中はどうなっているのかな？

 

【虎
とら

と吐
と

綬
じゅ

鶏
けい

の 彫
ちょう

刻
こく

】 寅
とら

（虎）は徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

公
こう

の干支
えと

です。東
とう

照
しょう

宮
ぐう

の中の重
じゅう

要
よう

な建
たて

物
もの

には、

虎の彫刻があります。御
お

仮
かり

殿
でん

の正面にも、本
ほん

殿
でん

と同じように虎の彫刻があります。 
虎の彫刻を挟むようにして、吐綬鶏の彫刻があります。吐綬鶏は中国の想

そう

像
ぞう

上の鳥で、オス（写真

左）には耳があります。年老
お

いた親を子どもが養う習
しゅう

性
せい

があると伝えられています。 

② ③①

 

壁
かべ

には、「鳳
ほ う

凰
お う

」（空
く う

想
そ う

の鳥）の絵がかかれています。 神様がまつられる本
ほん

殿
でん

のとびらは、板
いた

唐
か ら

戸
ど

の漆
うるし

塗
ぬ

り

です。これは本社よりは簡単なつくりです。 

④ ⑤

 

      

【二羽のウサギと葡
ぶ

萄
どう

唐
から

草
くさ

】 

 ウサギには夏毛と冬毛の二つの 姿
すがた

があります。 

季
き

節
せつ

によって違
ちが

う二つをあえて並
な ら

べることで、「一年

にわたって栄
さ か

える」という意
い

味
み

がこめられています。 

 また、葡萄をえがいた唐草模
も

様
よ う

は、東照宮では

この御仮殿にだけ見られます。 

【落
おと

し 錠
じょう

の蝉
せみ

】 
 正面のとびらの落し錠の取手は、蝉の形になって

います。これは、古代中国の「羽
う

化
か

登
と う

仙
せん

」（蝉が羽化

するように、人間が亡
な

くなると羽が生えて仙
せん

人
にん

となっ

て天に登る）という信仰にならっていると言われてい

ます。 

⑥ ⑦

※ 写真右下の番号①～⑦は、前のページの図の中の①～⑦に対応しています。 



朝鮮通信使
ち よ う せ ん つ う し ん し

東 照 社縁起絵巻 第四巻 （日光東照宮蔵）
とうしようしや えん ぎ え まき

朝鮮通信使とは、江戸時代、 将 軍の代替わりや世継ぎの誕 生 に際して、お祝いのため
しようぐん だい が よ つぎ たんじよう

に朝鮮王国から使わされた人たち（使節団）をいいます。朝鮮半島から江戸（今の東京）
し せつ だん

まで、およそ１，０００Ｋｍの道のりを９～１０ヶ月かけて行き来しました。１６０７年

から１８１１年の間に１２回の使節団が来ていますが、そのうち初めのころの３回は日光

にも来ています。１回目は１６３６年、東照宮ができあがってまもなくのころ。２回目は

１６４３年、４代将軍家綱が誕 生 したころ。３回目は１６５５年に来ています。使節団
いえ つな たんじよう

は２００人以上の人びとで、警護する人たちを入れると１，０００人以上の大集団でした。
けい ご

このころ日本は「鎖国」をしていたので、外国の人が日光に来ることなど大きな 驚 き
さ こく おどろ

でした。つまり、日光に来た最初の外国の人が朝鮮の人びとだったのです。
さい しよ

朝鮮から贈られた品々
お く

【朝鮮鐘】
ち よ う せ ん か ね

１６４３年に４代将軍家綱の誕生のお祝いに来日した朝鮮通信使から鐘と花瓶、香炉、
か び ん こ う ろ

燭 台が贈られています。鐘の側面には、「朝鮮国王が東照宮におさめるために作らせた
しよく だい そくめん

もの」という意味の文面が見られます。使われた銅は対馬から取り寄せたものです。 龍 頭
どう つ し ま りゆう ず

（鐘を吊るための上部の突起）に小さな穴（日本の鐘にはないもの）があるなど、朝鮮鐘
つ と つ き

の特 徴も見られます。このことから、別名「虫蝕（むしくい）の鐘」とも呼ばれていま
とくちよう

す。

陽明門の手前右側、 鐘 楼近くの 鐘 舎に吊るされています。
ようめいもん しようろう しようしや

《朝鮮鐘》 《上部に見られる小さな穴》※円の中央



【三具足】
み つ ぐ そ く

＊鶴が蓮のつぼみを
はす

くわえ、亀の上に
乗っているよ。

《花瓶》 《香炉》＊獅子の形 《燭台》＊鶴と亀 ろうそくは鶴の
し し つる かめ

・花を供えるもの ・せんこうを供え ・ろうそくを立て 頭の上に立てるよ。
そな

るもの るもの

今市客館
き や く か ん

東武上今市駅から歩いて１分のところに、朝鮮通信使が宿 泊し
と う ぶ かみいまいちえき しゆくはく

た今市客館の跡があります。２００人以上の人々が、身分ごとに
宿泊しました。

また、この辺り一帯を小字名で「唐人小屋」と呼びますが、こ
いったい こ あ ざ めい とうじん ご や

れは、朝鮮通信使がもとになっていると考えられています。
現在は、公園になっています。

←この標示が目印です
ひょうじ

朝鮮通信使の日記（丙子日本日記）には、今市客館について次のように書かれています。
ひのえね

「材木を江戸から運び、一万 両 余りの費用で、新設の板屋が百軒近く」
りょう ひ よ う しんせつ い た や けん

「人馬が多く、麦畑を平坦にして特別にこの館舎を設けた」
へいたん かんしゃ もう

今で言うと、朝鮮通信使のためのごうかな旅館が、
今市にあったということだね。

異国(いこく)にあこがれる江戸時代の人々が、朝鮮通信使を大
かんげいした様子がわかるね。

朝鮮通信使来日４００年を記念して
今市客館跡の標示（日光市今市）

あと

建てられた石碑（日光市今市）
せ き ひ

花瓶、香炉、燭 台を合わせて「三具足」
か びん こ う ろ しよくだい

といいます。徳川家康のお墓「奥の院宝塔」
はか おく いんほうとう

の前に置かれています。当時おさめられた

三具足は１８１２年（文化９年）に火災で
か さ い

焼けてしまいした。今あるものは日本で造
つく

られたものです。

三具足は石の台とともに国の重要文化財に
じゆうようぶんかざい

も指定されています。
し て い





日 光 の 社 寺 に ゆ か り の あ る 主 な 人 々  
じ  

時  
だ い

代  
じ ん

人  
ぶ つ

物  
お も

主  な  
ぎ ょ う

業  
せ き

績  
な ら

奈 良 時 代  し ょ う ど う し ょ う に ん

勝 道 上 人  ・
に っ こ う さ ん

日 光 山 を
ひ ら

開 く 。  
く う か い

空 海  
（

こ う ぼ う た い し

弘 法 大 師 ）  
・

い き お か じ ん じ ゃ

生 岡 神 社 ，
た き お じ ん じ ゃ

滝 尾 神 社 ，
き よ た き じ ん じ ゃ

清 滝 神 社 な ど を
た  

建 て た と
つ た

伝 え ら れ る 。  

え ん に ん

円 仁  
（

じ か く た い し

慈 覚 大 師 ）  
・
の ぐ ち

野 口 に
ひ え じ ん じ ゃ

日 枝 神 社 を ま つ り ，
あ み だ に ょ ら い

阿 弥 陀 如 来 ・
せ ん じ ゅ か ん の ん

千 手 観 音 ・
ば と う か ん の ん

馬 頭 観 音 を
あ ん ち

安 置 。  
（

さ ん ぶ つ ど う

三 仏 堂 の
は じ

始 ま り ）  
き ょ う び ん

教 旻  ・
し ょ う ど う し ょ う に ん

勝 道 上 人
な  

亡 き
あ と

後 ，
に っ こ う さ ん

日 光 山
ざ す

座 主 に
つ  

就 く 。  
り ゅ う せ ん

隆 宣  ・
ひ た ち

常 陸 の
ぶ し ょ う

武 将 の
で  

出  

へ い あ ん

平 安 時 代  

ぜ ん う ん

禅 雲  ・
な す し

那 須 氏
い ち ぞ く

一 族  
・

じ き

次 期
ざ す

座 主 の
ざ  

座 を
あ ら そ

争 い ，
に っ こ う さ ん

日 光 山 を
こ う は い

荒 廃 さ せ る 。  
治 承 元 年 （ 1177 年 ）

か ま く ら

鎌 倉 時 代  
べ ん か く

弁 覚  ・
に っ こ う さ ん

日 光 山
ち ゅ う こ う

中 興 の
そ  

祖 。  
ど う こ う

道 興  ・
き ょ う と

京 都
し ょ う ご い ん

聖 護 院
も ん ぜ き

門 跡 。
か じ ん

歌 人 。
ぶ ん め い

文 明 １ ８ 年 （ 1486）
に っ こ う ら い ほ う

日 光 来 訪 。  
そ う ち ょ う

宗 長  ・
か じ ん

歌 人 （
れ ん が し

連 歌 師 ）。
え い し ょ う

永 正 ６ 年 （ 1509）
に っ こ う ら い ほ う

日 光 来 訪 。  
し ょ う げ ん

昌 源  ・
に っ こ う さ ん

日 光 山 ４ ４
せ い

世
か ん す

貫 首 。
し ょ う げ ん す ぎ

昌 源 杉 （
た ろ う す ぎ

太 郎 杉 も
ふ く

含 む ） を
う  

植 え る 。  

せ ん ご く

戦 国 時 代  

し ょ う じ ゅ ん

昌 淳  ・
と よ と み ひ で よ し

豊 臣 秀 吉 の
お だ わ ら

小 田 原
ぜ  

攻 め の
さ い

際 に ，
ほ う じ ょ う し

北 条 氏 に
み か た

味 方 し た た め ，
こ う だ い

広 大 な
し ょ り ょ う

所 領  
 を

ぼ っ し ゅ う

没 収 さ れ る 。  
・

に っ こ う さ ん

日 光 山
こ う は い

荒 廃 。  
と く が わ い え や す

徳 川 家 康  ・
え ど ば く ふ

江 戸 幕 府 を
ひ ら

開 く 。  

・
と う し ょ う ぐ う さ い じ ん

東 照 宮 祭 神 ，
と う し ょ う だ い ご ん げ ん

東 照 大 権 現 。  
て ん か い だ い そ う じ ょ う

天 海大 僧 正  
（

じ げ ん た い し

慈 眼 大 師 ）  
・

い え や す

家 康 の
れ い

霊 を
く の う さ ん

久 能 山 か ら
に っ こ う さ ん

日 光 山 に
う つ

移 す 。（
と う し ょ う ぐ う

東 照 宮 の
は じ

始 ま り ）  

と く が わ い え み つ

徳 川 家 光  ・
と う し ょ う し ゃ

東 照 社 を
つ く

造 り
か え

替 え る 。  
こ う ら む ね ひ ろ

甲 良 宗 広  ・
さ く じ が た

作 事 方
だ い と う り ょ う

大 棟 梁 。  
か じ

梶  
さ だ よ し

定 良  ・
に っ こ う じ ょ う ば ん

日 光 常 番 （
し ゃ じ

社 寺 の
か ん さ つ や く

監 察 役 ） の
や く

役 に つ く 。  

「
は ち お う じ せ ん に ん ど う

八 王 子 千 人 同  
し ん

心 」  
・「

に っ こ う

日 光
ひ  

火 の
ば ん

番 」 － 50
に ん

人
ひ と く み

一 組 ， 50
に ち

日
こ う た い

交 代 （ の ち
は ん と し こ う た い

半 年 交 代 ）。  
・

も と

元
た け だ け か し ん

武 田 家 家 臣 。  
ま つ お ば し ょ う

松 尾 芭 蕉  ・
げ ん ろ く

元 禄 ２ 年 （ 1689）
に っ こ う ら い ほ う

日 光 来 訪 。『
お く

奥 の
ほ そ み ち

細 道 』 を
あ ら わ

著 す 。  
り ょ う た

蓼 太  ・
は い じ ん

俳 人 。
ほ う れ き

宝 暦 13 年 （ 1763）
に っ こ う ら い ほ う

日 光 来 訪 。  
う え だ

植 田
も う し ん

孟 糸 晋  ・「
は ち お う じ せ ん に ん ど う し ん

八 王 寺 千 人 同 心 」 の
ひ と り

一 人 。  
・

て ん ぽ う

天 保 ８ 年 （ 1837）『
に っ こ う さ ん し

日 光 山 志 』 を
あ ら わ

著 す 。  
て ん ゆ う

天 祐  ・
げ ん ろ く

元 禄 ４ 年 （ 1691）『
に っ こ う さ ん

日 光 山
ま ん が ん じ

満 願 寺
し ょ う じ ょ う じ ゅ い ん

勝 成 就 院
ど う し ゃ

堂 社
こ ん り ゅ う き

建 立 記 』 を
あ ら わ

著 す 。  
に の み や そ ん と く

二 宮 尊 徳  ・「
ご  

五 か
そ ん よ う す い

村 用 水 （
に の み や ぼ り

二 宮 堀 ）」 を
ひ ら

開 く 。  
お お と り け い す け

大 鳥 圭 介  ・
き ゅ う ば く ぐ ん

旧 幕 軍  
い た が き た い す け

板 垣 退 助  ・
か ん ぐ ん

官 軍  
ど う じ ゅ ん

道 純   

え ど

江 戸 時 代  

じ り ゅ う

慈 立   

・
ぼ し ん せ ん そ う

戊 辰 戦 争 の
せ ん か

戦 禍 か ら
に っ こ う さ ん

日 光 山 を
ま も

守 る 。  

お ち あ い げ ん し ち

落 合 源 七  
と も え か い か ん

巴 快 寛  
・

し ん ぶ つ ぶ ん り れ い

神 仏 分 離 令 に よ る
ど う し ゃ

堂 社 の
は か い

破 壊 ・
い て ん

移 転 に
は ん た い

反 対 す る
う ん ど う

運 動 を
お  

起 こ す 。  

 
 

め い じ

明 治 時 代  

ま つ だ い ら か た も り

松 平 容 保  ・「
ほ こ う か い

保 晃 会 」 の
か い ち ょ う

会 長 と し て ，
と う し ょ う ぐ う

東 照 宮 な ど の
し ゅ う り

修 理 を
お こ な

行 う 。  

 

勝 道 上 人 （ 輪 王 寺 蔵 ）  天 海 大 僧 正 （ 輪 王 寺 蔵 ）  



   勝 道 上 人
し ょ う ど う し ょ う に ん

パ ー ト １  
 

 「 勝 道 上 人 」 は 、 ど の よ う に し て  

 日 光 を 開 い た の で し ょ う 。  

 

 
○ み な さ ん は 、「

や ま す げ の じ ゃ ば し

山 菅 の 蛇 橋 」 の お 話 を 知 っ て い ま す か ？  

 
 
 
 

 
 
 

           勝 道 上 人 は １ ０ 人 の お 弟 子 さ ん を 連 れ て 、  

今 の 鹿 沼 市
こ ぶ が は ら

古 峯 ヶ 原 の 方 か ら 、 山 を 越 え 谷 を 渡 っ て や っ

て 来 ま し た 。 そ し て 、 今 の 神 橋 の 所 へ 出 た の で す 。 大 谷

川 の 両 岸 は 、 切 り 立 っ た が け で そ の 下 を 流 れ る 水 は 深 く

て 、 流 れ が 速 く ど う し て も 渡 る こ と が で き ま せ ん で し た 。

勝 道 上 人 は 、 岩 の 上 に す わ り 、 神 様 や 仏 様 を お が み 、「 わ

た し は 、 こ の 川 （
だ い や が わ

大 谷 川 ） を 渡 り 、 向 こ う 岸 （ 今 の
さ ん な い

山 内 ）

に 神 様 や 仏 様 を お ま つ り す る つ も り で す 。 ど う か こ の 勝

道 の 願 い を 聞 き と ど け 、 こ の 川 を 渡 ら せ て く だ さ い 。」

と 、 熱 心 に お 祈 り し ま し た 。  
     
 す る と 、 向 こ う 岸 の 岩 の 上 に 、 青 と 黒 の し ま の 着 物 を 着 て 、 首 に ド ク ロ を つ る し  

た 恐 ろ し そ う な 神 様 が 現 れ 、「 わ た し は
じ ん じ ゃ だ い お う

深 沙 大 王 で あ る ぞ 。 今 、 勝 道 の 願 い を 聞 き と ど け 、 川 を 渡 ら

せ て や ろ う 。」 と 叫 ぶ と 、 手 に 持 っ て い た ２ 匹 の へ び （ 蛇 ） を 川 の 上 に 投 げ ま し た 。  

 ２ 匹 の へ び は 、 空 中 で
だ い じ ゃ

大 蛇 と な り 、 か ら み 合 っ て 、  

橋 の よ う に 川 の 上 へ 渡 り ま し た 。 し か し 、 へ び の 背  

中 は つ る つ る す べ る し 、 う ろ こ は き ら き ら 光 っ て い  

る の で 、 と て も 怖 く て 渡 れ ま せ ん で し た 。  
 と こ ろ が 、 深 沙 大 王 が 口 の 中 で 何 か じ ゅ も ん を と  

な え る と 、 へ び の 背 中 い っ ぱ い に 山 菅 （
し ば ふ

芝 生 の 草 の  

よ う に 細 長 い 草 ） が 生 え て 、 へ び の 体 を か く し た の  

で す 。 そ れ で 、 勝 道 上 人 た ち は ぶ じ に 川 を 渡 る こ と  

が で き た の で す 。  
 
 へ び が 橋 を か け た と こ ろ は 、 今 ま で に 何 十 回 と 橋  

が か け か え ら れ 、 今 の よ う な り っ ぱ な 「 神 橋 」 と な  

っ た の で す 。  
 
 勝 道 上 人 は ぶ じ に 川 を 渡 っ た 後 、 大 谷 川 の ほ と り  

に
し ほ ん り ゅ う じ

四 本 龍 寺 と
ほ ん ぐ う じ ん じ ゃ

本 宮 神 社 を
ま つ

祀 り ま し た 。 こ の 四 本 龍 寺      

で 修 行 を 重 ね な が ら 、
な ん た い さ ん

男 体 山 の 登 頂 を め ざ し た の で す 。  

 

出 典  （ 八 木 沢  亨  著  「 子 ど も の た め の 日 光 の む か し ば な し 」 よ り ）  
 

 

 

 「 山 菅 の 蛇 橋 」 と は 、 今 の
し ん き ょ う

神 橋 の こ と で 、 今 か ら お よ そ 千 二 百

五 十 年 ほ ど 前 、 勝 道 上 人 が 初 め て 日 光 へ 来 た と き と 深 い つ な が り が

あ る の で す 。  

 
＜ 山 菅 の 蛇 橋 （ 現 在 の 神 橋 ） ＞  

 
＜ 深 沙 大 王 を ま つ っ た

じ ん じ ゃ お う ど う

深 沙 王 堂 ＞  

（
じ ゃ お う ご ん げ ん ど う

蛇 王 権 現 堂 ）  
 



○ 勝 道 上 人 は 、 な ぜ 日 光 山 （ 男 体 山 ） に 登 ろ う と 決 意 し た の で し ょ う ？  

 
勝 道 上 人 は 、 今 か ら 約 1250 年 前 の 735 年 （

て ん ぴ ょ う

天 平 7 年 ) 

に 、
し も つ け の く に

下 野 ノ 国 （ 栃 木 県 ）
は が ぐ ん

芳 賀 郡 に 生 ま れ ま し た 。 幼 い  

頃 の 名 前 を
ふ じ い と ま る

藤 糸 丸 と い い 、 た い へ ん か し こ く
し ん こ う し ん

信 仰 心 （ 仏 様 を 信

じ る 心 ） の 厚 い 子 供 で し た 。  

 あ る 夜 の こ と 、 眠 り に つ い た 藤 糸 丸 の 前 に 神 様 （
み ょ う じ ょ う て ん し

明 星 天 子 ）

が 現 れ 、「 山 川 を 歩 い て 日 光 の
さ ん し ん

三 神 に 会 い 、 人 々 を 救 え 。」 と 告 げ

た と い わ れ 、 こ の こ と が 日 光 を 開 く 動 機 に な っ た と 伝 え ら れ て い ま

す 。  
             
         
         
 
 
  ＜ 明 星 天 子 を ま つ っ た ほ し の み や

星 の 宮 ＞  
 
○ 男 体 山

と う ち ょ う

登 頂 へ の 道 は け わ し か っ た ・ ・  

 
 勝 道 上 人 は 、 767 年 （

て ん ぴ ょ う じ ん ご

天 平 神 護 3 年 )と  

781 年 （
て ん お う が ん ね ん

天 応 元 年 )に 登 頂 を め ざ し ま し  

た が 、 山 頂 へ の 道 は け わ し く 、 頂 上 に  

た ど り つ く こ と は で き ま せ ん で し た 。  
 勝 道 上 人 は 、 ２ 回 の 失 敗 に も め げ ず 、         ＜ 中 禅 寺 湖 か ら 見 た 男 体 山 ＞  

翌 年 の 782 年 （
え ん り ゃ く

延 暦 元 年 )、 上 人 が 48 歳  
の 時 、 よ う や く 登 頂 に 成 功 し ま し た 。 そ れ は な ん と 、 上 人 が 男 体 山 登 頂 を 志 し て か ら 16 年 後 の こ と で
し た 。  

 そ し て 、 勝 道 上 人 は 山 頂 に 日 光 の 神 々 を ま つ る と と も に 、
ち ゅ う ぜ ん じ

中 禅 寺 （ 今 の 二 荒 山 神 社 中 宮 祠 ） を 建 て

ま し た 。          
 
      コ ラ ム  な ぜ 山 に 登 る の ？  

       
      こ の 頃 か ら 、「

さ ん が く し ん こ う

山 岳 信 仰 」 と い っ て 、 深 い 谷 を 渡 り 、 神 々 の 住 む と  
    い わ れ る 高 い 山 に 登 り 、 苦 し い 修 行 を 重 ね て 仏 の さ と り を ひ ら こ う と  
    す る 仏 教 の 修 行 が 盛 ん に な っ て き た と い う こ と で す 。  
 
 
○ 勝 道 上 人 、 日 光 に ね む る ・ ・ ・  

    日 光 を 開 い た 勝 道 上 人 は 、 817 

年 （
こ う に ん

弘 仁 8 年 ） 83 歳 で な く な り ま  

し た 。 勝 道 上 人 の お 墓 は 、
ほ と け い わ だ に

仏 岩 谷  

の
か い ざ ん ど う

開 山 堂 の
け い だ い

境 内 に あ り ま す が 、 中  

禅 寺 湖 に あ る
こ う づ け じ ま

上 野 島 と 、
り ゅ う ず

竜 頭 の 滝  

近 く の
る り が つ ぼ

瑠 璃 ガ 壺 に も 、 分 骨 さ れ て  

い る と 伝 え ら れ て い ま す 。 そ し て 、  

今 も 日 光 の 地 を 守 っ て い る と 言 わ れ  

て い ま す 。  

 

 

 
＜ 勝 道 上 人 の お 墓 ＞  

 
 

＜ 開 山 堂 ＞  
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       い た が き た い す け 

   

 

なぜ日光に板垣退助の銅像
どうぞう

があるのだろう？ 

 

 

     ぼくたちは日光にとって大切な 

   この人について調べるよ。 

 

 

 

   

 

    みんなもこの銅像を見た 

   ことあるでしょ。 

 

 

         
しんきょう

神 橋の所だよね。 

 

 

 

    

  この人ってどんな人？                         この人はねー・・・ 

 

 

 ①板垣退助について 

  昔の百円
さ つ

札の
しょうぞう

肖像にもなった板垣退助。１８３７年

（
てんぽう

天保８年）
と さ こ う ち

土佐高知
じようかまち

城下町に生まれる。１７
さ い

歳で
え ど き ん ば ん

江戸勤番となる。１８６７年（
けいおう

慶応３年）
さ つ ま は ん

薩摩藩の
さいごうたかもり

西郷隆盛らと
とうばく

倒幕の
みつやく

密約を
む す

結ぶ。
とうばく

討幕・
ぼ し ん

戊辰
せんそう

戦争に
さ ん か

参加。

１８７４年（
め い じ

明治７年）
み ん せ ん ぎ い ん

民撰議院の
せつりつ

設立を
け ん ぎ

建議、自由
みんけんうんどう

民権運動の
し ど う し や

指導者となる。
ぎ か い せ い じ

議会政治の
かくりつ

確立に
どりよく

努力し、近

代日本の民主化に
こうけん

貢献した。 

 
国立国会図書館ホームペ

ー ジ 「 近 代 日 本 人 の

肖 像
しょうぞう

」より転載
てんさい

 



 

 

    なぜ徳川
とくがわ

幕府
ば く ふ

を倒
たお

そうとした板垣退
いたがきたい

助
すけ

の銅像
どうぞう

が日光にあるの？ 

 

 

 

 

      それはね、戊辰
ぼ し ん

戦争
せんそう

という戦争に答えがかくれているのさ。 

 

 

 

                   戊辰戦争？ 

 

 

②
ぼ し ん せ ん そ う

戊辰戦争について 

１８６７年（
けいおう

慶応３年）１０月１４日の
たいせいほうかん

大政奉還（※）によって、   

１５代２６５年間
つ づ

続いた徳川幕府は
しょうめつ

消滅することになりました。それで

も１５代
しようぐん

将軍
とくがわよしのぶ

徳川慶喜（※）は
けんりよく

権力を持ち続けていました。ところが、

同年１２月９日の
お う せ い ふ っ こ

王政復古の
だいごうれい

大号令（
てんのう

天皇に全ての権力をもどす命令）

により
せ い じ

政治を
おこな

行 う人たちの力
かんけい

関係は今までと大きく
か

変わってしまいま

した。天皇
せ い ふ

政府をしっかりとうち立てることを
せんげん

宣言したのです。   

それでも
きゆう

旧 幕府勢力（※）は
はんげき

反撃を計画し、今までの
じようたい

状態にもどそ

うとしました。それに対して、討幕
とうばく

軍（※）は
ぶりよく

武力によって旧幕府勢力

を
ほ ろ

滅ぼそうとしました。この
たたか

戦 いを
ぼ し ん せ ん そ う

戊辰戦争といいます。 

  １８６８年（慶応４年・明治元年・戊辰の年）に始まったこの戦いは、

江戸
え ど

開城後（※）も
かんとう

関東・東北
か く ち

各地で
は げ

激しい
こうせん

抗戦がありましたが，
あ い づ

会津
らくじよう

落城でほぼ
らくちゃく

落着しました。
げんざい

現在の日光市でも激しい戦いがありました。 

  翌年５月に
はこだて

箱館（
はこだて

函館）の
ごりょうかく

五稜郭の戦いで旧幕府軍が
こうふく

降伏して戦いは

終わりました。  

 

※大政奉還（将軍から天皇へ政治を行う権力を返したこと。） 

※徳川慶喜（江戸幕府
さ い ご

最後の１５代将軍） 

※旧幕府勢力（徳川幕府を守る立場の
ひとびと

人々） 

※討幕軍（旧幕府軍を
う

討とうとする天皇・新政府
が わ

側の
ぐんたい

軍隊・
かんぐん

官軍） 

※江戸開城（徳川慶喜が江戸城を討幕軍に明け
わ た

渡した。） 



 

 

今でも
の こ

残る
ぼ し ん せ ん そ う

戊辰戦争の
あ と

跡 

 

 日光
か い ど う

街道
せ が わ

瀬川・野口
ふ き ん

付近      
ほ う だ ん う ち こ み す ぎ

砲弾打込杉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③日光を守った
い た が き た い す け

板垣退助 

  日光の
さんない

山内も
せ ん か

戦火に
ま

巻き
こ

込まれようとしていました。
きゆうばくふぐん

旧幕府軍は日光を
こ ん き ょ ち

根拠地として今市あたりまで進出していたからです。
とうばくぐん

討幕軍の 
と さ は ん し

土佐藩士

を
ひ き

率いる板垣退助は、土佐藩が
だいだい

代々徳川家の
お ん

恩をうけていることや、家康公
いえやすこう

の
こうせき

功績を思い、その
れいびょう

霊廟（※）のある日光山を戦火にかけることを
さ

避けた

いと考えていました。このような考えをもったのは、板垣だけではありま

せんでした。旧幕府軍の
おおとりけいすけ

大鳥圭介、討幕軍の
た に た て き

谷干城、
につこうさん

日光山の
そうりよ

僧侶たち、

そして徳川家の恩を受けていた多くの
ひとびと

人々の
どりよく

努力により、旧幕府軍は日光

山を
お

降り
あ い づ

会津に
てったい

撤退することになったのです。 

 これにより、日光山は戦火を
まぬが

免 れることとなり、今の美しい日光とし

て残ることができたのです。 

 こうした板垣退助の功績を
た た

讃え、日光に
どうぞう

銅像が
た

建てられているのです。 

 

コラム 銅像について 

 昭和４年に、板垣退助の銅像が
つ く

造られました。
だ い じ

題字を
よしのぶ

慶喜の跡を
つ

継いだ

徳川１６代
そ う け

宗家（※）徳川
いえさと

家達が書いています。しかし、昭和１９年太平

洋戦争のときに、この銅像は国に
さ

差し出されました。
げんざい

現在のものは昭和４

２年に
さいけん

再建されたもので、板垣退助の
むすめふうふ

娘夫婦により
じよまく

除幕されました。この

銅像の
げんすんだい

原寸大の
き が た

木型が日光中学校に
ほ か ん

保管されています。 

 

※霊廟（
そ せ ん

祖先の霊をまつった
たてもの

建物） 

※宗家（一
ぞ く

族の中心となる家） 

砲
弾
の

う撃
ち

こ込
ま
れ
た
跡 



 

 

さ ん こ う し り ょ う

参考資料 
ぼ し ん

戊辰
せ ん そ う

戦争に
か ん け い

関係し日光を守ろうとした人たち 

 
と う ば く ぐ ん

討幕軍（
てんのう

天皇・新
せいふがわ

政府側の
ぐんぜい

軍勢，当時は
かんぐん

官軍と
よ

呼ばれた。） 

 
いたがきたいすけ

板垣退助：
と さ は ん

土佐藩
たいちよう

隊 長で，日光方面討幕軍の
そうとく

総督（
せきにんしや

責任者）。
きゆう

旧
ばくふぐん

幕府軍の日光
たいきよ

退去を
じようけん

条 件     

に
せんとう

戦闘を止めて日光を
せ ん か

戦火から守った。 
たに

谷
た て き

干城 ：討幕軍の
ぐんかん

軍監。のちに
りくぐんちゅうじょう

陸 軍 中 将、
のうしょうむだいじん

農商務大臣。
じ り つ

慈立、
どうじゅん

道 純（日光山
そうりよ

僧侶）     

と今市
せ が わ ふ き ん

瀬川付近の
しさつちゅう

視察中に会い、
ちよくせつ

直 接話をする。
しんげき

進撃（
こうげき

攻撃を進めること）を

待ってほしいという
うった

訴 えに対し、旧幕府軍が日光山を退去することをもと     

めた。 
 
きゆう

旧
ば く ふ ぐ ん

幕府軍  （
とくがわばくふ

徳川幕府を守る立場の軍勢） 

 
おおとりけいすけ

大鳥圭介：前幕府の
ほへいぶぎよう

歩兵奉行。日光山に
つど

集った
きゆう

旧 幕府軍の総督。二人の僧侶（
じ り つ

慈立、
どうじゅん

道 純）     

から討幕軍側の話を聞き旧幕府軍２０００名を引き
つ

連れ，日光山での
たたか

戦 いを     

さけ
あ い づ

会津へ向かう。 
まつだいらたろう

松平太郎：旧幕府の
りくぐんぶぎょう

陸軍奉行。
ぐんしきん

軍資金３千両と
い し

医師を
おおとり

大鳥へ引き
わた

渡す。
え ど

江戸へ帰る
とちゅう

途中、     

討幕軍と
だんぱん

談判（話し合い）をするが
しつぱい

失敗している。 
いたくらかつきよ

板倉勝静：前幕府
ろうじゆう

老 中、
うつのみや

宇都宮の
えいげんじ

英厳寺に
ゆうへい

幽閉（人をある場所に
お

押し
こ

込めて外へ出さな     

いこと）されていたが、宇都宮が
らくじょう

落 城し、寺も
や

焼けたため、日光に
のが

逃れてい     

た。大鳥に
たい

対して、日光で
せんそう

戦争をしては
いえやすこう

家康公に対して
お そ

恐れ多いのでどうか引     

き上げてほしいと
もう

申し入れる。 

 

日光山に関係のあった人々 

 
げんりょう

厳 亮：
いいづか

飯塚（
げ ん お や ま し

現小山市）の
だいりんじ

台林寺の
じゅうしょく

住 職。日光山
にんしょうぼう

忍 性 坊の
で し

弟子で
よ う じ き

幼児期日光山中で育
そだ

     

った。
いたがきたいすけ

板垣退助の
めいれい

命令により日光山へ話をしに行く。 
じりょう

慈亮：
げんりょう

厳 亮より板垣退助の話を聞き，一山の
そう

僧を集めて話し合い、一山の
ちょうろう

長 老         
みようどういんどうかい

妙道院道海と共に旧幕府軍の大鳥圭介にこの話を伝えた。 
あんごいんじりつ

安居院慈立、
さくらもといんどうじゅん

桜 本 院 道 純：日光山の僧。大鳥の
りょうかい

了 解を
え

得て
け っ し

決死の
か く ご

覚悟で今市の討幕軍     

のもとに向かった。
じ り つ

慈立３５
さい

歳，
どうじゅん

道 純３８歳であった。 
い が ら し し ん の す け

五十嵐真之介（
にっこうがくもんじょがくとう

日光学問所学頭）：
しょうへいこう

昌 平 校
きょうじゅ

教 授の
やすいそうけん

安井息軒の
さんけいじゅく

三 計 塾で谷と
どうもん

同門であっ

たので谷あてに
こんがんしょ

懇願書を書き、これを二人の僧が
じ さ ん

持参したと
つた

伝えられる。 



 

 

 

 

 

 

慈覚大師円仁は今から約１２００年前、平安
へいあん

京
きょう

が建てられた７９４年に生まれました。 

（円仁の生まれた場所については岩舟町
いわふねまち

上耕地
か み こ う ち

、岩舟町手洗
た ら い

窪
くぼ

、壬生町
み ぶ ま ち

壬生寺などの説があります。） 

 21 歳で、僧
そう

になるための難
むずか

しい国家試験に合格して、その後は自分の育った大慈寺
だ い じ じ

へ行き、 

寺を大きくするために、宝塔院
ほうとういん

を建て、法華経
ほ け き ょ う

というありがたいお経を納
おさ

めました。 

唐
とう

（今の中国
ちゅうごく

）に行ってたくさん修行
しゅぎょう

や研究をして日本に帰って、それから全国をまわり天台宗
てんだいしゅう

を広めました。円仁が開山したり再興
さいこう

したりしたと伝わる寺は関東
かんとう

地方に 209 寺、東北
とうほく

地方に 331
寺ほどあります。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

日枝
ひ え

神社
じんじゃ

を建
た

てました。 

   日光市野口の日枝
ひ え

神社
じんじゃ

の記念
き ね ん

碑
ひ

には、 

「山王
さんのう

権現
ごんげん

を栃木県の神様としてお祀
まつ

りす

るため、８４８年に慈覚大師円仁が建てま

した。」と書かれています。 

←「日枝神社」   「新造記念之
し ん ぞ う き ね ん の

碑
ひ

」→ 
 

  円仁は 72歳
さい

でこの世を去
さ

りました。その２年後、朝廷
ちょうてい

は円仁の功績
こうせき

をたたえ、「慈覚大師」 

  というおくり名を与えました。円仁は、日本で初めて「大師」の名をもらった人物です。 

「円仁」

 

 

 

「輪王寺三仏堂」 

また、円仁は満願寺
ま ん が ん じ

（のちの輪
りん

王寺
の う じ

）に千手観音
せんじゅかんのん

・

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

・馬頭
ば と う

観音
かんのん

を安置
あ ん ち

しました。これが現在の

三
さん

仏堂
ぶつどう

です。（輪王寺のコーナーを見てみよう） 

勝
しょう

道
どう

上人
しょうにん

（勝道上人のページを見てみよう）が開いた

日光山が、円仁の力によって比叡山
ひ え い ざ ん

延暦寺
えんりゃくじ

と結びつき、

宗派が天台宗となりました。 

「三仏様」 



は ち お う じ せ ん に ん ど う し ん

八王子千人同心八王子千人同心
みなさんは、同心という言葉を聞いたことがありますか。

時代劇を観る人なら一度は聞いたことがあると思います。同心とは、今でいうと役所で 働 く
じ だ い げ き み はたら

武士のことです。
ぶ し

下の写真は、「日光火之番八王子千人同心顕彰之燈」といいます。東 照 宮の参道を下りてき
にっこうひのばんはちおうじせんにんどうしんけんしょうのとう とうしょうぐう さんどう

た、突き当たりの所に建っています。
つ た

八王子千人同心とは、江戸時代に東照宮や大猷院のあ
え ど たいゆういん

る日光を、火災や災害などから守る役目をした人たちで
か さい さいがい

す。

江戸幕府は東照宮などのある日光をとても大切な場所
ば く ふ

と考えていました。この場所を火災などから守るために、

大猷院造営が始まった承 応 元 年（１６５２年）に日光
ぞうえい じょうおうがんねん

火之番という役目を作りました。この役目に 従 った人
したが

たちが、現在の東京都八王子市の周 辺に住む千人同心
げんざい しゅうへん

と呼ばれる人たちでした。千人同心の人々は故郷を遠く
よ こきょう

離れ、日光を火災などから守るという大切な役目を、明治
はな め い じ

元年（１８６８年）まで２００年間にわたって果たしま
は

した。

そのおかげで、世界文化遺産の「日光の社寺」は、火
い さ ん

災による被害を受けることなく大切に受け継がれまし
ひ が い つ

た。

この長い間にわたる役目に、感謝の気持ちを表して建
かんしゃ

日光火之番八王子千人同心顕彰之燈 てられたのがこの顕彰の燈です。

なぜ、千人同心と呼ばれたのでしょう。

それは、幕府の槍奉行に入る旗本が十人いて、この十人がそれぞれ百人の同心を支配していた
やりぶぎょう はたもと し は い

ので、八王子千人組、または千人同心と呼ばれたそうです。

江戸幕府の終わり頃の寛政年間（１７８９年～１８０１年）
ころ かんせい

から、この人たちの二・三男を中心に北海道の開拓がなされ
かいたく

ました。その場所が現在の苫小牧の周辺だったそうです。
とまこまい

このことが縁で、日光市は八王子市と苫小牧市と姉妹都市
えん し ま い と し

の関係を結んでいます。
かんけい むす

日光火之番八王子千人同心顕彰之燈は、八王子千人同心の

人たちの働きに感謝して、１９５８年に日光市・八王子市・

東照宮・輪王寺・二荒山神社で相談して建てられました。
りんのうじ ふたらさんじんじゃ そうだん

また、匠 町の浄光寺には、日光で亡くなった隊士を 弔 う
たくみちょう じょうこうじ な た い し とむら

ために天保５年（１８３４年）に建てられた防火隊碑があり
てんぽう ぼ う か た い ひ

防火隊碑 ます。



「 わ く わ く 『 日 光 の 社 寺 』 た ん け ん 」 作 成 委 員  
 
平 成 １ ２ 年 度 担 当  
                                                  指 導 者 ・ 監 修 者  
高  田  雄  康 （ 日 光 市 立 所 野 小 学 校 ）〔 会  長 〕     本 間 政 和 （ 日 光 市 教 育 委 員 会 教 育 長 ）  

小  林  幸  男 （ 日 光 市 立 中 宮 祠 小 学 校 ）〔 副 会 長 〕   中 川 光 熹 （ 日 光 市 文 化 協 会 長 ）  

内 村  タ カ 子 （ 日 光 市 立 所 野 小 学 校 ）〔 副 会 長 〕     中 麿 輝 美  

八 木 沢   聡 （ 日 光 市 立 日 光 小 学 校 ）〔 理  事 〕     高 藤 晴 俊  

大  橋  一  成 （ 日 光 市 立 清 滝 小 学 校 ）〔 理  事 〕     今 井 昌 英  

川  﨑  晃  子 （ 日 光 市 立 野 口 小 学 校 ）〔 理  事 〕  

石 原  久 美 子 （ 日 光 市 立 中 宮 祠 小 学 校 ）〔 理  事 〕  

本  間  恵  子 （ 日 光 市 立 所 野 小 学 校 ）〔 理  事 〕  

松  浦    貢 （ 日 光 市 立 小 来 川 小 学 校 ）〔 理  事 〕  

福  田  亮  子 （ 日 光 市 立 安 良 沢 小 学 校 ）〔 理  事 〕  

塩 澤  由 紀 江 （ 日 光 市 立 日 光 中 学 校 ）〔 理  事 〕  

内  藤  聖  治 （ 日 光 市 立 中 宮 祠 中 学 校 ）〔 理  事 〕  

高  木    亮 （ 日 光 市 立 東 中 学 校 ）〔 理  事 〕  

渡  辺    巌 （ 日 光 市 立 小 来 川 中 学 校 ）〔 理  事 〕  

 
太  田  邦  男    （ 社 会 教 育 課 長 ）〔 事 務 局 〕  

小  野  昌  紀    （ 社 会 教 育 課 文 化 係 長 ）〔 事 務 局 〕  

川  田  盛  雄    （ 社 会 教 育 課 文 化 係 副 主 幹 ）〔 事 務 局 〕  

湯  澤  健  一    （ 学 校 教 育 課 長 ）〔 事 務 局 〕  

諏  訪  文  敏    （ 同  課 長 補 佐 ・ 指 導 主 事 ）〔 事 務 局 〕  

小  又  陽  三    （ 同  学 校 教 育 係 長 ）〔 事 務 局 〕  

岩  本  英  俊    （ 同  学 校 教 育 係 主 査 ）〔 事 務 局 〕  
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平成 18 年度担当（第 5集担当） 

 

関口千代子（日 光 小 学 校）〔会 長 ・ 校 長 会〕 

 

鈴木 辰雄（安 良 沢 小 学 校）〔副 会 長 ・ 教 頭 会〕 

本間 恵子（所 野 小 学 校）〔副会長・教務主任会〕 

 

佐藤 紀恵（日 光 小 学 校）〔理 事〕 

加藤菜穂子（清 滝 小 学 校）〔理 事〕 

高橋 明美（野 口 小 学 校）〔理 事〕 

青山 桃子（日 光 中 学 校）〔理 事〕 

手塚 智博（中 宮 祠 中 学 校）〔理 事〕 

山口  等（小 来 川 中 学 校）〔理 事〕 

川原 順子（東 中 学 校）〔理 事〕 

 

 

阿部 茂樹（日光教育行政事務所生涯学習課・課 長）〔事 務 局〕 

町田 真実（日光教育行政事務所生涯学習課・文 化 係 長）〔事 務 局〕 

小杉  明（日光教育行政事務所生涯学習課・文化係副主幹）〔事 務 局〕 

 

 

高田 雄康（前 会 長 ・ 顧 問）〔指 導 助 言 者〕 

中川 光熹（日 光 市 文 化 協 会 日 光 支 部 ・ 支 部 長）〔指 導 助 言 者〕 

中麿 輝美（二 荒 山 神 社 ・ 庶 務 部 長）〔指 導 助 言 者〕 

今井 昌英（輪 王 寺 ・ 教 化 部 長）〔指 導 助 言 者〕 

高藤 晴俊（東 照 宮 ・ 教 学 室 長 ・ 美 術 館 事 務 長）〔指 導 助 言 者〕 

 

 

 

 

 

 



 
平成１９年度・２０年度担当（第６集担当）

 
須藤 イヨ （日  光  小  学  校） 〔会 長・校 長 会〕    
小林 幸男 （所野小学校・野口小学校） 〔副会長・教 頭 会〕    
笹沼 隆志 （清  滝  小  学  校） 〔副会長・教務主任会〕 ※平成１９年度  
本間 恵子 （所  野  小  学  校） 〔副会長・教務主任会〕 ※平成２０年度  
 
小金澤政弘 （日  光  小  学  校） 〔理 事〕    
長沼 美佳 （野  口  小  学  校） 〔理 事〕    
佐藤恵津子 （清  滝  小  学  校） 〔理 事〕 ※平成２０年度  
渡辺 優子 （安 良 沢 小 学  校） 〔理 事〕    
花塚 正和 （日  光  中  学  校） 〔理 事〕    
渡辺   功 （中 宮 祠 中 学 校） 〔理 事〕    
塚原 正人 （東   中   学  校） 〔理 事〕 ※平成１９年度  
江田 美穂 （東   中   学  校） 〔理 事〕 ※平成２０年度  
斎藤   修 （小 来 川 中 学 校） 〔理 事〕 ※平成１９年度  
大塚 政紀 （小 来 川 中 学 校） 〔理 事〕 ※平成２０年度  
 
斎藤 宏子 （日光教育行政事務所・所    長） 〔事務局〕 ※平成２０年度  
阿部 茂樹 （日光教育行政事務所・生涯学習課長） 〔事務局〕 ※平成１９年度  
佐久間真二 （日光教育行政事務所・所 長  補 佐） 〔事務局〕 ※平成２０年度  
町田 真実 （日光教育行政事務所・文 化  係 長） 〔事務局〕 ※平成１９年度  
星野 暁子 （日光教育行政事務所・副  主  幹） 〔事務局〕    
宮本 裕行 （日光教育行政事務所・主    査） 〔事務局〕 ※平成 20 年度  
 
高田 雄康 （元   会   長 ・ 顧        問） 〔指導助言者〕    
関口千代子 （前   会   長 ・ 顧        問） 〔指導助言者〕    
中川 光熹 （日光市文化財保護審議委員会・会長） 〔指導助言者〕    
中麿 輝美 （二 荒 山 神 社 ・ 庶  務  部  長） 〔指導助言者〕    
今井 昌英 （輪  王   寺 ・ 教 化 部 長） 〔指導助言者〕 ※平成１９年度  
根村 隆宣 （輪   王   寺 ・ 教 化 部 長） 〔指導助言者〕 ※平成２０年度  
高藤 晴俊 （東照宮 ・教学室長 ・美術館事務長） 〔指導助言者〕    



 
【参考資料】  
 
 
・日光社寺と史跡  沼尾正彦著  金園社  
・しもつけ物語 人物編 第三集  栃木県連合教育会  
・写真提供（円仁・三仏様）  日光山輪王寺  
・日光パーフェクトガイド  日光観光協会編 下野新聞社  
・たっぷり日光歴史ウォーキング  水曜社  
・日光市史 史料編 中巻  
・日光の故実と伝説  星野理一郎著  栃木県連合教育会  
・東照宮再発見  高藤晴俊著 日光東照宮社務所  
・大日光２６号  「陽明門前の洋風オランダ献備灯架」 
          ～世紀を超えた点灯盛儀所感～  菊池重郎著  
・大日光４６号  「陽明門前のオランダ灯籠及び燭台の誤伝について」 大滝晴子著  
・大日光１９号  「日光東照宮石燈篭考」  高田茂著  
・大日光６３号  「伊達正宗公奉納の鉄燈籠」  松永兼治著  
・大日光６５号  「日光東照宮の燈籠」  松永兼治著  
・大日光７７号  「東照宮の銅燈籠～江戸初期将軍家奉献銅燈籠の形態について～」 
                                   石塚雄三著 



平成２１年度担当（第７集担当）

高田えり子（野 口 小 学 校）〔会 長・校 長 会〕

関口 宏文（日 光 小 学 校）〔副会長・教 頭 会〕

須藤 明美（小 来 川 小 学 校）〔副会長・教務主任会〕

黒羽 剛（清 滝 小 学 校）〔理 事〕

関根 悠雅（所 野 小 学 校）〔理 事〕

室町 直（安 良 沢 小 学 校）〔理 事〕

阿部 剛英（日 光 中 学 校）〔理 事〕

渡邉 功（中 宮 祠 中 学 校）〔理 事〕

江田 美穂（東 中 学 校）〔理 事〕

石川 茂（日光・足尾教育行政事務所 ・ 所 長）〔事務局〕

星野恵美子（日光・足尾教育行政事務所 ・ 公民館長）〔事務局〕

神山 悦子（日光・足尾教育行政事務所 ・ 主 任）〔事務局〕

高田 雄康（元 会 長 ・ 顧 問）〔指導助言者〕

関口千代子（元 会 長 ・ 顧 問）〔指導助言者〕

須藤 イヨ（前 会 長 ・ 顧 問）〔指導助言者〕

中川 光熹（日光市文化財保護審議委員会・会長）〔指導助言者〕

中麿 輝美（二 荒 山 神 社 ・ 秘 書 部 長）〔指導助言者〕

根村 隆宣（輪 王 寺 ・ 教 化 部 長）〔指導助言者〕

髙藤 晴俊（東 照 宮 ・ 教学室参事）〔指導助言者〕



【参考資料】

・日光市史 第４編 近現代

・明治維新と日光 柴田宜久著 随想社

・日光山三仏堂遷営図 青山勝男氏所蔵

・写真提供（日光道中図絵・日光山内図） 日光東照宮宝物館







 

【平成２３年度担当 （第９集担当）】 

 

 仁平  和江  （ 所   野  小  学  校 ）【 会 長・ 校  長  会】          

 松浦  貢  （ 中宮祠 小 学 校 ）【 副会長・ 教  頭  会】          

 宇賀神 正  （ 日  光  小  学  校 ）【 副会長・ 教務主任会】           
 

 相馬 直之 （ 野 口 小 学 校 ）【理事】          

 関根 悠雅 （ 所 野 小 学 校 ）【理事】          

 影山 直美 （ 安 良 沢 小 学 校 ）【理事】     

 福田十三男 （ 清 滝 小  学  校 ） 【理事】           

 石澤 宏明 （ 日 光 中  学  校 ） 【理事】          

 菊池 健人 （ 東  中   学   校 ） 【理事】     

 青柳 平人 （ 小 来 川  中 学 校 ） 【理事】     

 

 石川  茂  （ 日光・足尾教育行政事務所・所     長 ） 【事  務  局】     

 吉澤 幸雄  （ 日光・足尾教育行政事務所・公民館長 ） 【事  務  局】                
 

 高田 雄康  （ 元      会       長 ・ 顧      問  ）    【指導助言者】     

 関口千代子  （ 元      会       長 ・ 顧      問  ）    【指導助言者】                

 須藤 イヨ  （ 元      会       長 ・ 顧      問  ）    【指導助言者】     

 高田えり子  （ 前      会       長 ・ 顧      問  ）    【指導助言者】     

 中川 光熹  （ 日光市文化財保護審議委員会・会 長 ） 【指導助言者】     

 中麿 輝美  （ 二  荒  山  神  社  ・ 秘 書 部 長 ）   【指導助言者】      

 鈴木 常元   ( 輪      王      寺  ・ 教 化 部 長 ）    【指導助言者】         

 髙藤 晴俊   ( 東      照      宮 ・  教学室参事  ）    【指導助言者】                        

                                                    
 
 
 
 
 



 
【参考資料】 
 
 
・「二社一寺国宝及び重要文化財建造物配置図」 日光東照宮 
 

・「日光二荒山神社配置図」          日光二荒山神社「神苑・案内地図」より 
 

・ 日光パーフェクトガイド 
 
 



【平成２４年度担当 （第１０集担当）】

関口 善教 （ 清 滝 小 学 校 ）【 会 長・ 校 長 会】

福田 倫夫 （ 東 中 学 校 ）【 副会長・ 教 頭 会】

大橋 通康 （ 野 口 小 学 校 ）【 副会長・ 教務主任会】

石川 創未 （ 日 光 小 学 校 ）【理事】

菊地 実 （ 中 宮 祠 小 学 校 ）【理事】

浅田 鉄也 （ 所 野 小 学 校 ）【理事】

阿部 剛英 （ 安 良 沢 小 学 校 ）【理事】

石澤 宏明 （ 日 光 中 学 校 ）【理事】

星野 秀行 （ 小 来 川 中 学 校 ）【理事】

福田 幸江 （ 日光・足尾教育行政事務所・所 長 ） 【事 務 局】

吉澤 幸雄 （ 日光・足尾教育行政事務所・公民館長 ） 【事 務 局】

高田 雄康 （ 元 会 長 ・ 顧 問 ） 【指導助言者】

関口千代子 （ 元 会 長 ・ 顧 問 ） 【指導助言者】

須藤 イヨ （ 元 会 長 ・ 顧 問 ） 【指導助言者】

高田えり子 （ 元 会 長 ・ 顧 問 ） 【指導助言者】

仁平 和江 （ 前 会 長 ・ 顧 問 ） 【指導助言者】

中川 光熹 ( 日光市文化財保護審議委員会・会 長 ） 【指導助言者】

中麿 輝美 ( 二 荒 山 神 社 ・ 秘 書 部 長 ） 【指導助言者】

鈴木 常元 ( 輪 王 寺 ・ 教 化 部 長 ） 【指導助言者】

髙藤 晴俊 ( 東 照 宮 ・ 教学室参事 ） 【指導助言者】



【参考資料】

・「朝鮮通信使・琉球使節の日光参り－三使の日記から読む日光道中－」

佐藤 権司著 随想舎

・「日光東照宮の寶物」 日光東照宮社務所発行
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