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　東京時層地図は、同じ場所の古地図と現代地図を、切り替
えて見比べることができるスマートフォン・タブレット用ア
プリ。地図は明治期から現代まで、７種類を用意。見たい時
代を選んでタップするだけで、瞬時にその時代へタイムスリッ
プ。GPS 情報を利用し、今、自分がいる場所を古地図上に示
すことができる。端末を持って移動すると、それに合わせて
地図も移動。まち歩きが一層楽しくなるアプリ。
　「時層」は「時間の重なり」を意味する造語で、古地図を重
ねて見ることで、地層のように、その土地の変遷を捉えるこ
とができる。
　文 明 開 化 期（1876 ～ 1886 年）、明 治 の お わ り（1906 ～
1909 年）、関 東 地 震 直 前（1916 ～ 1927 年）、昭 和 戦 前 期

（1928 ～ 1939 年）、高度成長前夜（1948 ～ 1960 年）、バブ
ル期（1984 ～ 1990 年）、現代の７種類の地図のほか、現
代の地形図、航空写真、航空写真＋地図の計 10 種類を用
意し、最新版では各時代の航空写真などを加え計 19 種類
となっている。
　iPad 版では、一画面表示と二画面表示があり、19 種類
を自由に組み合わせ、並べて表示することができる。ピン
チイン・ピンチアウトで拡大縮尺も自由自在。
　現在、iPhone 版の「東京時層地図」「横濱時層地図」、
iPad 版の「東京時層地図 for iPad」があり、Android 版も
用意されている。

“TOKYO JISOU MAPS” in Tokyo Totem – A Guide to Tokyo (Monnik / Flick Studio, 2015) Translated by Kei Benger

時層地図

https://www.jmc.or.jp/

東 京 時 層 地 図
TOKYO JISOU MAPS
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２　境界帯から境界線へ

現代の地方自治体の境界の基礎
となる近世の境界は、江戸時代の
宗門改めなどによって幕藩体制が
住民を支配する過程で定着し、土
地は住民に従属的であったから、
売買・相続・婚姻などによって領
域は移動し 10、複雑な曲折や飛び
地を持つ境界線群からなる境界帯
が形成された。
村は住民の集団（群）としてとら
えられ、境界帯は属人主義によっ
て境界に整理された。しかし帯状
の境界帯から線状の境界線への転
換は、一部に村切りによって交換
分合した場合もあったが、飛び地
や複雑な境界線を生み、とりわけ
山地や水面においては境界未定地
が生まれ、また入会地が成立する
ことになる。
そのような面状（帯状）の境界帯
にも、現場の村人には漠然とすで
に境界線が設定されている場合が
少なくない。地理的事物をもって、
いわば「あの山並み」、「この川の流
れ」までが自らのいわば縄張りと
して、自分のムラの境界としてい
るからである。
この境界帯に存在する境界線の
設定に用いられる標識は、山の稜
線、河岸段丘の段丘崖、河川や湖沼
の水体、峰・岩・島・半島の先端・
大木などへの見通し線のごとく、
誰でも確認可能な明確なものが多
い。もし両村が接触して、一筆の田
畑や一本の立木の所属について境
界意識が成立しているのであれば、
境界線は見通し線のような単純な
ものではなく、きわめて複雑な曲
折を持ったものとなるはずである
が、海上ではむしろ見通し線が必

本稿では、もっぱら政治・行政上
の境界を論ずる１。

Ⅰ　境界概念

境界概念としては歴史的分類２

を採用し、境界帯に設定されてい
た曖昧な境界も含めて既存の境界
を先行境界（前置境界）、実質的に
社会経済的な帰属に合わせて追認
され設定される境界を追認境界（後
置境界）、それらを無視して設置さ
れた境界を上置境界、実効を失っ
た過去の境界を残

ざ ん し
滓境界の呼称を

用いる。
山岳・河川などの自然の事物を
用いた自然的境界３はいかにも自
然に成立したと誤解を招きやすい
ことから、政治地理学では用いる
ことを躊躇する。例えば自然的境
界と言われるピレネー山脈では、
山脈の稜線を通る境界線はごく一
部である４。国内でも峠を稜線の反
対側まで支配した追認境界がみら
れ、矢立峠（秋田・津軽藩の間）、
板谷峠（米沢・福島藩の間）、塩尻
峠（諏訪・松本藩の間）など上置境
界が設定されていた５。
経緯線や見通し線などで設定さ
れる人為的境界は、旧植民地にお
いては先住民族の持っていた先行
境界を無視して引かれたものもあ
るが、郷村制時代の漁業境界にみ
られる見通し線は上置境界の形態
でありながら、むしろ先行境界化
している。この自然的境界と人為
的境界は、形態論的境界概念であ
る。

Ⅱ　境界の誕生

１　境界帯

人間同士の距離関係に関して最
初に触れたのは心理学者・社会学
者のジンメルであるとされる６。生
物が近づくと逃げるか攻撃して来
る距離があるのと同様に７、人間に
も個人間・集団間に、互いに距離
を空け、いわば縄張りとも呼ばれ
る領域を持つ社会的距離を最初に
提唱したのは、ジンメルの講義を
聴いたパーク８であった。ただその
研究は人種・嗜好・階層など人間
関係の社会学的な凝集・隔離に集
中していた。またこの考えを人間
に適用して対人距離には密接・個
体・社会・公衆など距離的縄張り
のあることを提唱したホール９も
人間の行動と相互の距離を重視し
ていたが、空間的境界を扱うこと
は無かった。
これら心理学や社会学、人類学
の研究は、人やその集団がもつ空
間の所有・利用・管理の限界と境
界が多様で互いに不整合であり、
他の人や集団との接触によって変
化していることを示した。初期の
空間利用は、ごく身近な農耕・漁
業や狩猟の猟場、薪炭の原料材、家
畜の飼料、堆肥用の落ち葉や雑草、
水利用の水源など多様な用途の圏
域が求められた林野や海面で、境
界も山の稜線や河川の流れなどに
依拠した漠然としたものであった。
それだけに土地や水面を利用する
人やその集団に属する空間の様々
な活動・認識の多様な限界に境界
帯が生まれる。

田田
た な べた な べ

邉邉　裕裕
ひろしひろし
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びか改変を見て 1952 年に廃止さ
れた。当初、本籍地を規定していた
戸籍法では、居住地が本籍地であ
り寄宿先が寄留地であった。また
学生の選挙権が就学先に無く郷里
にあるとして、本籍に帰郷して投
票せよとした自治省通達が無効と
判決されたのは 1954 年である。
現在、本籍は国内のどこでもほぼ
自由に変更出来、選挙権の基礎と
なる市町村の住民となって選挙権
を付与されるのも当該の市町村に
３ヶ月居住することが条件となっ
た。
どこの市町村の構成員かは居住
地によって決まり、地方自治体の
領域とその境界が住民の所属する
土地を決定する意味で、郷村制の
属人主義から住民が地方自治体の
領域に属する属地主義に大転換し
たのである。逆に属地主義は、領域
外に居住する通勤・通学者からそ
の領域の構成員である資格を奪う
こととなった。現在、郊外の住民は
通勤先の都心の市民権を持たない
者が多い。

須となり、瀬戸内海の井島や大槌
島は岡山県と香川県の境界、また
瓢箪島は広島県と愛媛県の境界を
見通す島として県境標識の島であ
るし、有明海では福岡県と熊本県
の県境が、両県の境界石、四ツ山標
石から佐賀県の竹崎島見通し線に
よって定められた 11。これらは先
行境界ではあるが形態的には人為
的である。

３　属人主義から属地主義へ
（明治の大変革）

日本の近代市区町村は、近世の
村落共同体的郷村制度下のマチや
ムラを受け継いで、明治時代に実
施された市町村制によって成立し
た 12。市町村が継承した境界はマ
チやムラの住民に属していた点で、
属人主義的であるとされる。属人
主義は、ムラからマチに奉公に出
たものでも、あくまでもムラの構
成員であり、ムラの領域の関係者
であることを意味していた。
その残滓は明治時代に寄留・本
籍地として残り、寄留法はいくた

Ⅲ　現代の境界と境界紛争

１　町村合併

近代の明治市町村制が継承した
郷村制の境界は、多くは誕生が特
定されず、いわば先行境界である。
その後昭和年間から始まり平成・
令和の合併によって、市町村は急
激に数を減らし、従来の境界は市
町村内の町丁名・住居表示の境界
に改変されたものもある。先行境
界が廃止され新たに上置境界が生
まれ、行政上の利便性から一種の
追認境界も誕生した。いわゆる分
村合併などを受けた地域では旧郷
村が分村の単位となって、残滓境
界的存在となった旧境界が復活す
るものもあった。しかし入江の干
拓事業が進むと、隣接する市町村
間の領域争いを調整するために、
旧来の境界決定の原則 13、既存の
見通し線による先行境界をとらず、
原初海岸線にある境界線の末端か
ら等距離線（垂直二等分線となる）
を無視した上置境界がうまれた。

岡山県岡山県

香川県香川県

大槌島大槌島

愛媛県愛媛県

広島県広島県

瓢箪島瓢箪島

大牟田市大牟田市
福岡県福岡県

荒尾市荒尾市
熊本県熊本県

荒尾市飛地荒尾市飛地
荒尾市飛地荒尾市飛地

荒尾市飛地荒尾市飛地



5050 2025 June2025 June　地図中心地図中心

編 集 後 記

次号予告

地図中心 総特集

　毎月 10日発行

地図と学ぶ月刊

バックナンバーのご案内

「地図倶楽部」へのご入会をお待ちしています！   03-3485-5417（事務局）

地図中心

地図中心
2025－6　通巻633号

発行　2025年6月10日
発行所 一般財団法人日本地図センター
　　〒153-8522
　　東京都目黒区青葉台4-9-6
　　電話　03-3485-8125
　　FAX　03-3485-5593
　　（月刊「地図中心」編集室）
　　メール   chushin@jmc.or.jp
　　URL   https://www.jmc.or.jp
©一般財団法人日本地図センター
定価 880円（税込）
印刷所 昭栄印刷株式会社

2025 年７月 通巻 634号

地図と学ぶ月刊誌

本誌の一部あるいは全部を無断で複写・複製・転載する
ことは、法律で認められた場合を除き、禁じられています。

弥生時代といえば、弥生土器と水稲のイ弥生時代といえば、弥生土器と水稲のイ
メージ。しかし、最新の研究により、イメーメージ。しかし、最新の研究により、イメー
ジを覆すような多様な姿が明らかになってきジを覆すような多様な姿が明らかになってき
ています。当時の人々は、地域の自然や資源ています。当時の人々は、地域の自然や資源
を生かした独自の生活を営み、その痕跡は山を生かした独自の生活を営み、その痕跡は山
地や海辺、遠い島々にも遺されています。地や海辺、遠い島々にも遺されています。
地図とともに、弥生の文化を新たな視点で地図とともに、弥生の文化を新たな視点で

覗いてみましょう。覗いてみましょう。

36～ 37ページの清水長正さ
んの記事にもあります飯

いい で
豊山。

「盲腸県境」と言われたりする細
長く伸びた福島県が新潟県と山
形県の間に入り込んでいます。
このような県境になったの
は、現在の新潟県東蒲原郡が、
元々は会津藩領だったことに起
因します。廃藩置県により、会
津藩が若松県になり、東蒲原郡
の範囲も若松県になりました。
この時点では、飯豊山一帯に三
県境はなく、若松県と置

おきたま
賜県の

県境で、飯豊山神社（奥宮・図
中の神社記号）は若松県です。
1876（明治９）年に若松県が
福島県に併合されたことで、東
蒲原郡の住民からは、県庁が

弥生文化の多様性

府は 1886（明治 19）年に東
蒲原郡を福島県から新潟県に
移管。この時点で、三国岳が
三県境になり、飯豊山神社は
福島県ではなくなりました。
右図（輯製20万分１図「新潟」
明治 22 年輯製）では、三国
岳が三国界かつ三県境。
しかし、飯豊山神社は、現・
喜多方市の飯豊山神社（麓宮・
喜多方市山都町一ノ木中在家
乙 1758-1）と一体で、稜線
は参道であると住民が主張。
1907（明治 40）年に主張が
認められ、三国岳から御西岳
（図中「西ケ岳」）の間が、現
在の「盲腸県境」となったの
です。 （編集長・小林政能）

弥生時代中期前半土器についたアワの圧痕弥生時代中期前半土器についたアワの圧痕
（通巻634号・第１章より）（通巻634号・第１章より）

現・福島市なのは
遠すぎると不満が
噴出。更に、福島
県庁を現・郡山市
に移転すべきだと
の運動も勃発。こ
れらの不満や運動
を抑えるため、政 飯豊山登山口飯豊山登山口 三国岳山頂標柱三国岳山頂標柱三国岳山頂から飯豊山・御西岳方面三国岳山頂から飯豊山・御西岳方面

新潟県東蒲原郡新潟県東蒲原郡

山形県山形県

福島県福島県
現・喜多方市現・喜多方市

輯製20万分１図「新潟」明治22年製版輯製20万分１図「新潟」明治22年製版

旧・置賜県旧・置賜県

旧・若松県旧・若松県


