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歴 史 資 料 を 集 め て 読 み 解 く こ と  （ ３ ）　 　

     〜

 猪 垣 と や ん ば る 地 域

 〜

恩 納 村 史  「 歴 史 編 」  専 門 委 員 　 川 島

 淳

い の が き

て 、  猪 垣 が 大 切 に 扱 わ れ て  い た こ と が 判 り ま す 。　 と こ ろ で 、  琉 球 王 国 時 代 に 恩 納 間 切 の 検 者 と し て 、  長 嶺 筑 登 之 親 雲 上紀 喜 が 、  １ ８ ２ ５  （ 道 光 ５ ）

年

1 2月 １ 日 に 任 命 さ れ 、

１ ８ ２ ８  （ 道 光 ８ ）

年

 

1 2月 １ 日 に 再 任 さ れ た こ と が 家 譜 資 料 に あ り ま す 。  検 者 と は 、  間 切  ・  島 が
経 済 的 に 厳 し い 状 況 に な  っ  た た め

、  一

時 的 に 首 里 王 府 か ら 派 遣 さ れ て 間

切  ・  島 に 駐 在 し て 、  経 済 的 状 況 を 改 善 す る た め の 職 務 を 遂 行 す る 者 で した 。  長 嶺 筑 登 之 親 雲 上

紀 喜

は 、  農 作 物 を 増 産 す る た め に イ ン  フ ラ を 整 備 し

た た め 再 任 さ れ ま し た 。  そ の 記 事 に 、  大 雨 が 降  っ  た 際 に 、  恩 納 間 切 恩 納 村（ 現 在 の 恩 納 村 字 恩 納 ）  の 田 畑 に 土 が 流 入 し て 、  稲 穂 が 実 ら な か  っ  た た め に溝 を 作 り 直 し た こ と や 、  猪 垣 に  つ  い  て は 真 竹 で 組 み 立 て た こ と な ど が 記 され て  い ま す  （ 那 覇 市 歴 史 博 物 館 所 蔵  『 松 姓 家 譜 』  １ ４ ５ ５ ）  。  こ の 記 事 か ら 、猪 垣 は 竹 で 造 ら れ る こ と も あ  っ  た こ と が 判 り ま す 。　 以 上 の 文 書 資 料 や 考 古 資 料 を 精 査 す る と 、  猪 垣 は 、  竹 や イ ス ノ キ で 造 られ る こ と も あ れ ば 、  石 や 石 灰 岩 、  テ ー ブ ル サ ン ゴ  で 造 ら れ る こ と も あ り 、  猪垣 の 素 材 は 、  時 代 や 地 域 に よ  っ  て 異 な  っ  て  い た こ と が う か が わ れ ま す 。  ま た 、谷 茶 の 文 化 財 調 査 で 確 認 で き た も の は

、  一

例 を 挙 げ た に す ぎ ま せ ん が 、  考

古 資 料 が 非 文 字 資 料 で あ る た め 、  遺 構 と と も に 出 土 す る 遺 物 や 、  科 学 的 な分 析 や 当 事 者 か ら の 聞 き 取 り 調 査 な ど が な け れ ば 、  い  つ 、  ど こ で 、  な ぜ 造 られ た の か と い う こ と は 不 明 で す 。  そ の た め 、  考 古 資 料 の 特 質 を 理 解 す る ため に 、  文 献 資 料 や 証 言 資 料 な ど を 用 い る こ と も あ り ま す が 、  そ れ で も な お 、史 資 料 が 作 成 さ れ た 経 緯 が 不 明 な こ と も あ り ま す 。  こ の 場 合 に は 、  他 地 域に 存 在 す る 史 資 料 と 比 較 検 証 し な が ら 推 定 す る こ と も あ り ま す 。  歴 史 資料 に は 多 様 な 解 釈 が 存 在 す る た め 、  史 資 料 や 歴 史 認 識 を め ぐ る 論 争 に 発展 す る こ と も あ り ま す 。  こ こ に 歴 史 の 醍 醐 味 が あ り ま す 。　 さ て 、  過 去  ・  歴 史 を 学 ぶ た め に は 、  史 資 料 が 不 可 欠 で す 。  私 た ち は 、  昨 日何 を し た の か と い う こ と を 想 い 起 こ す 際 に は 、  私 た ち の 記 憶 を た ど り ます 。  ま た 、  ３  ヶ 月 前 に 何 を 食 べ  た か と い う こ と は 忘 れ て し ま い ま す が 、  日 記や 写 真 、  レ シ ー ト な ど か ら 、  何 を 食  べ  た の か 、  判 る こ と も あ り ま す 。  こ う し た過 去 に 作 成 さ れ た 事 実 の 痕 跡 が な い 場 合 に は 、  私 た ち は 過 去 を 知 る こ と はで き ま せ ん 。  歴 史 的 な 出 来 事 や 事 象 を 知 る た め に は 、  ま ず も  っ  て 史 資 料 を分 析  ・  検 証  ・  解 釈 す る こ と が 重 要 で す 。  そ し て 、  史 資 料 に 基 づ  い た 歴 史 的 出来 事 を 明 ら か に し た う え で 、  複 数 の 出 来 事 を 関 連 づ け る こ と も 大 切 で す 。こ の よ う な 地 道 な 作 業 を 繰 り 返 し な が ら 、  恩 納 村 に お け る 歴 史 的 事 実 を明 ら か に し て 積 み 重 ね る こ と が 恩 納 村 史  「 歴 史 編 」  専 門 部 会 と 事 務 局 の 仕

垣 が 機 能 し て  い た と も 考 え ら れ ま す 。　 谷 茶 で 確 認 さ れ た 猪 垣 は テ ー ブ ル サ ン ゴ な ど で 作 ら れ た も の で す 。  大 宜味 村 で は 石 灰 岩 な ど を 素 材 と し た 猪 垣 が 確 認 さ れ て い ま す 。  金 武 町 伊 芸で は 、  石 を 積 ん だ 猪 垣 が 見 ら れ ま す  【 写 真 ４ 】  。  こ の よ う に 、  地 域 に よ  っ  て 猪垣 の 素 材 が 異 な る の は 、  地 域 で 産 出 さ れ る モ ノ  に よ る と 考 え ら れ ま す 。　 発 掘 調 査 に よ  っ  て 確 認 さ れ た 猪 垣 が 造 ら れ た 経 緯 や 方 法 な ど に  つ  い  て 見て み ま し ょ う 。  琉 球 王 国 時 代 に 恩 納 間 切  （ 現 在 の 、  恩 納 村 ）  に お け る 各 村（ 現 在 の 、  字 ）  の 決 め ご と を 記 し た  「 恩 納 間 切 各 村 内 法 」  （  『 沖 縄 県

史

1 4雑 纂

１ 』  ）  に は 、  次 の 条 文 が あ り ま す 。　 　

第 二 十 七 条

 猪 垣 通 ヨ  シ 苗 植 付 サ セ ル 事

　 　 　  （ 中 略 ― 引 用 者 ）　 　

第 八 十 五 条

 猪 垣 ノ 義 持 地 ニ 分 配 ス 若 破 壊 シ テ 猪 出 入 ス 時 ハ 罰 札 下

　 　 　 付 シ 後 犯 者 出 来 サ ル 間 ハ 科 銭 ト シ テ 毎 日 金 二 百 文 ツ  ゝ  申 付 候 事　 恩 納 間 切 の 各 村 に お い  て 守 る  べ  き こ と に は 、  猪 垣 と し て 、  ユ  ス ギ  ・  ユ  シ ー ギ（ 和 名 、  イ ス ノ キ ）  の 苗 を 隙 間 な く 植 え 付 け る こ と 、  猪 垣 が 破 壊 さ れ て イ ノシ シ が 出 入 り す る 際 に は 罰 札 を 渡 し 、  後 に 破 壊 者 が 判 明 し な い 場 合 に は 、毎 日 金 二 百 文 ず つ 納 め る こ と が 定 め ら れ て い ま し た 。  こ の 条 文 の 内 容 は 、金 武 間 切 や 名 護 間 切 、  国 頭 間 切 、  羽 地 間 切 、  今 帰 仁 間 切 、  本 部 間 切 と い  った 国 頭 方 ＝ 山 原 に お け る 各 村 内 法 で も 確 認 で き る こ と か ら 、  各 村 に お い

　 先 日 、  仲 泊 で 野 生 の イ ノ シ シ の 子 ど も が 人 前 を 、  駆 け 回  っ  て い る 姿 を 見ま し た  【 写 真 １ 】  。  現 在 、  イ ノ シ シ は 山 の 中 で 生 活 し 、  普 段 見 か け る こ と は あま り あ り ま せ ん 。  こ こ で は 、  イ ノ シ シ と 人 間 と の 関 係 を 軸 に 史 資 料 を 見 てみ ま し  ょ  う 。　
と こ ろ で 、  現 在  『 恩 納 村 史

 歴 史 編 』  は 、  仲 原 弘 哲 専 門 部 会 長 の 下 で 、  鋭

意 編 纂 中 で す 。  恩 納 村 の 歴 史 を 明 ら か に す る に は 、  琉 球  ・  沖 縄 史 や 、  や んば る 地 域 の 歴 史 の な か に 位 置 づ け る 方 法 、  あ る い は ま た 、  恩 納 村 で 起 こ  った 出 来 事 や 事 象 を 積 み 重 ね る 方 法 な ど が あ り ま す 。  今 回 、  猪 垣 と い う モノ 資 料 と 、  そ れ に ま つ わ る 文 書 資 料 を 組 み 合 わ せ な が ら 、  や ん ば る 地 域 にお け る 他 市 町 村 の 歴 史 と の 異 同 性 を 探 る こ と で 、  改 め て 恩 納 村 の 特 質 に

つ  い  て 考 え ま す 。　 猪 垣 は 、  イ ノ シ シ が 農 作 物 を 荒ら し た り 人 に 怪 我 を 負 わ せ た り する の で 、  そ の 被 害 を 防 ぐ た め に 設 けら れ た も の で す 。  恩 納 村 で は ２ ０ ０５ 年 に 谷 茶 で 文 化 財 予 備 調 査 が 行わ れ ま し た 。  報 告 書 に よ る と 、  谷 茶で 猪 垣 と 落 と し 穴 が 発 見 さ れ 、  そ の猪 垣 は 、  全 長 ８ ２ ０  ｍ  に 及 び 、  所 々に テ ー ブ ル サ ン ゴ も 見 ら れ ま し た 。２ ０ ０ ６ 年 度 に 谷 茶 で 実 施 し た 調査 の 報 告 書 で は 、  猪 垣 と と も に 畑 の痕 跡 も 確 認 さ れ ま し た 。  猪 垣 は  【 写真 ２ 】  の 通 り で す 。  ま た 、  谷 茶 の 猪垣 付 近 で は 、  イ ノ シ シ の 白 骨 が 確 認さ れ ま し た  【 写 真 3 】  の  で 、  今 で も 猪

事 で す 。  そ し て 、  地 域 の 方 々 か ら 史 資料 を 提 供 し て も ら う 、  す な わ ち 地 域の 方 々 と 協 働 す る こ と が 、  恩 納 村 の 歴史 を 知 る う え で 、  非 常 に 重 要 な こ と です 。　 末 筆 な が ら 、  恩 納 村 史 編 さ ん だ より が １ ０ ０ 号 を 迎 え 、  記 念 す  べ  き 号 で書 か せ て い た だ く こ と に 感 謝 す る とと も に 、  末 永 く 続 く こ と を 祈 念 し てお り ま す 。  そ れ

も 一

重 に 、  事 務 局 の 活

動 と 、  そ れ を 見 守 る 村 民 の 方 々 の 賜物 で す 。  今 後 も 、  村 民 の み な さ ま に ご指 導 を い た だ き な が ら 、  恩 納 村 の 歴史  ・  文 化 を 掘 り 起 こ し て 発 信 し た いと 考 え る 今 日 こ の 頃 で す 。
【 写 真 ２ 】 大 袋 原 の 猪 垣 （ 恩 納 村 教 育 委 員 会 ）

【 写 真 ３ 】 谷 茶 に あ っ た イ ノ シ シ の 骨 の 一 部

（ 2 0 2 3 年 1 月 2 9 日 撮 影 ）

【 写 真 １ 】 仲 泊 遺 跡 を 走 り 回 る う り 坊
（ 2 0 2 4 年 1 0 月 2 日 撮 影 ）
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