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                                             地 図 測 量 史 跡 所 在 地 一 覧（2015年 07月 10日改定版） 

県  名 名  称 主な内容と所在位置座標（経緯度は世界測地系） 所 在 

北海道 旧福士家住宅 北海道開拓の基礎となる気象や測量・地図で功績を残した福士成豊

の和洋折衷住宅 

（43.047886，141.498597） 

札幌市厚別区厚別町 50-1 北海道開

拓の村 

福士成豊の墓 英語を習得し、気象や測量・地図で功績を残した福士成豊の墓 

（41.769113，140.701458） 

函館市船見町 18-4 称名寺 

開拓使測量勇払基線 勇払端点 開拓使によって行われた日本で最初の本格的な基線測量（明治 7

年） 

（42.63233，141.732333） 

苫小牧市勇払 132 

北海道開拓記念館 ライマンが作成した日本で最初の本格的地質図を所蔵 

（43.05315，141.4965） 

札幌市厚別区厚別町小野幌 

開拓使測量函館助基線 西端点 開拓使三角測量の点検辺として実施された基線測量（明治 8年） 

（41.83523，140.663542） 

北斗市一本木 332 先 一本木稲荷神

社裏 

開拓使測量函館助基線 東端点 端点石盤の上部には、測量の責任者であったと思われる福士成豊の

銘が刻まれていた 

（41.80028，140.746986） 

函館市田家町 9-29 大称寺境内  

 

旧日本郵船小樽支店 日本水準点原点標庫の佐立七次郎が設計した日本郵船小樽支店で

は、日露の樺太国境画定会議が行われた 

（43.20736，140.998319） 

小樽市色内町 3-7-8 

測量山 米人技師ワーフイルドが測量の開始にあたって目標として以来（明

治 5年）、「測量山」と呼ばれるようになった 

（42.322027，140.958167） 

室蘭市清水町 1-47-1 

地球岬 360度近い眺望がある展望台からは地球の丸みが見える 

（42.301842，141.001847） 

室蘭市母恋町 4-6 

設計山 明治 29 年、北海道の地籍測量のために開始された測量の原点とな

った山 

（41.92866，140.483361） 

北斗市（旧上磯町・旧大野町境） 

三角点通り 昭和初期、付近に設置された三角点から始まるまっすぐな通りは、

三角点通りと呼ばれてきた 

（43.097602，141.415167） 

札幌市東区豊畑 
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バス停留所 三角点入り口 一等三角点「月寒」の登り口には、「三角点入り口」バス停があっ

たが、今は廃止された 

（42.969967，141.432667） 

札幌市豊平区真栄（旧跡なし） 

三角山 札幌市内を見下ろす三角山では、毎年催し物が開かれる。三角山名

称の山は、北海道各地に約 30か所ある 

（43.05748，141.287111） 

札幌市西区山の手ほか 

三松正夫の測量する像 昭和新山を愛し、噴火観測を続けた三松正夫が測量機をのぞく銅像 

（42.540725，140.860389） 

有珠郡壮瞥町壮瞥温泉 昭和新山麓 

間宮林蔵像 樺太を望む地に、間宮海峡を発見した間宮林蔵像 

（45.522488，141.936806） 

稚内市宗谷岬 

間宮林蔵渡樺出航の地碑 間宮林蔵が、樺太探検に向かった地に立つ記念碑 

（45.514973，141.904028） 

稚内市第二清浜 

北海道のへそ へそ祭りで賑わう富良野はなぜ北海道の中心なのか 

（43.344579，142.381639） 

富良野市若松町 10-1 

開陽丸 荒井郁之助の蝋人形 戊辰戦争当時、幕府軍の海軍奉行だった、荒井郁之助が作戦会議す

る蝋人形 

（41.866024，140.117431） 

江差町字姥神町 1-10   

青少年研修施設 開陽丸 

松浦武四郎の碑 北海道の名付け親、松浦武四郎が安政 6年に当地を訪れた記念碑 

（42.758538，141.926361） 

勇払郡厚真町字富里 松浦橋際 

松浦武四郎蝦夷地探検像 「東西蝦夷山川地理取調図」を作成した松浦武四郎が調査する像 

（42.979563，144.386569） 

釧路市幣舞町 1-23（幣舞公園） 

 

松浦武四郎銅像 遠方を眺める松浦武四郎の銅像 

（44.876675，141.742861） 

天塩町天塩 鏡沼公園内 

松浦武四郎漢詩碑 松浦武四郎の漢詩碑、彼にまつわるモニュメントは北海道内各地に

多数ある 

（43.435432，144.10075） 

釧路市阿寒町阿寒温泉 1丁目 阿寒

湖畔 ビジターセンター裏 

伊能忠敬北海道最初の測量地碑 伊能忠敬の北海道最初の測量地点函館山には、レリ-フ型の記念碑

がある 

（41.759235，140.704514） 

函館市大字御殿山 1 函館山山頂 

石川啄木一族の墓 日露国境標石をモデルにしたという石川啄木一族の墓 

（41.747544，140.719542） 

函館市住吉町 市営墓地 

北海道大学付属図書館北方資料

室 

北方地域の地図と写本類、北海道創生期の文献を多数所蔵 

（43.071911，141.344639） 

札幌市北区北 8条西 5丁目 
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近藤重蔵ゆかりの地記念碑 近藤重蔵は蝦夷や択捉の探検を行い、地図作成をした 

（43.963281，142.446806） 

上川郡比布町 塩狩峠 

稚内市立図書館 中村小市郎らが、間宮林蔵以前に調査測量し描いた「唐太嶋絵図」

を所蔵 

（45.395336，141.689889） 

稚内市大黒 4-1-1 

根室・千島博物館（仮称） 樺太（現サハリン）から里帰りした日露国境標石第 2号標石は、根

室・千島博物館を準備中の根室市が保管している 

（43.330047，145.582917） 

根室市常盤町 2丁目 27番地 根室市

役所内博物館開設準備室 

日本最低標高水準点 青函トンネル内にある、日本で一番低い一等水準点（標高マイナス

256.5674m） 

（竜飛から 14.0、吉岡から 9.1km地点） 

（41.355806，140.299944） 

北海道・青森県（青函トンネル内） 

幻の歓楽街『キラク』 野付半島の先端には、江戸後期に和人によって築かれ、その後忽然

と姿を消した歓楽街「キラク」があった 

（43.551836，145.326611） 

別海町 

 

土を食べるという地名チエトイ 北海道内に多くあった「チエトイ」地名は、「野百合の根をある種

の泥とともに煮て食する」ことにちなむもの 

（45.417408，142.032333） 

稚内市 

 

タイムカプセルが発見された基

線端点 

声問基線から出土した小瓶からは、「声問基線測量紀要」と書かれ

た紙片が発見された 

（45.407884，141.808222） 

稚内市（旧跡なし） 

 

北海道最高所水準点 北海道最高所の水準点は、一度も使われなかった？ 

（43.710743，141.412583） 

石狩市 

 

発見されない基線端点 勇払基

線 鵡川端点 

開拓使測量勇払基線の鵡川端点は、今も発見されていない 

（42.585586，141.897944） 

むかわ町（旧跡なし） 

 

青森 謎の「日本中央の碑」保存館 なぜここが日本の中央か、坂上田村麻呂が建立したのか？ 

（40.804314，141.134958） 

上北郡東北町字家ノ下タ 39-5 

日本中央の碑歴史公園 

日本で一番低いところ 住金鉱業八戸石灰鉱山（八戸キャニオン）は、海面下 135m に達し

ている 

（40.451882，141.53725） 

八戸市大字松館字長坂 9-1 住金鉱

業八戸石灰鉱山 

 

岩手 「陸中国釜石港之図 」記念碑 日本で最初の本格的な海図が作成されたことを記念した碑 

（39.256815，141.901111） 

釜石市平田 石応禅寺境内 
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陸奥州気仙郡唐丹村測量の碑 伊能忠敬の天文測量地点を示す、1814年に建立した記念碑 

（39.209292，141.885083） 

釜石市唐丹町字大曽根 237-1 

伊能忠敬海上引縄測量之地碑 伊能忠敬の引き縄測量 200周年の業績を称えた顕彰碑 

（39.182038，141.893361） 

釜石市唐丹町字大石出河岸 

木村栄記念館 緯度研究の第一人者木村栄の遺品を展示する記念館 

（39.135255，141.132264） 

水沢市星ヶ丘町 2-12 国立天文台 

水沢観測センター 

乙女川先人記念館 

 

幕末の地理学者箕作省吾らを紹介する 

（39.145153，141.142458） 

水沢市大町 103-1 

箕作省吾生誕の地碑 

 

箕作省吾が著した「新製輿地全図」「坤輿図識」は、幕末期の志士

らが競って読んだ 

（39.146265，141.140417） 

水沢市川原小路 

田中舘愛橘記念科学館 田中舘愛橘は根尾谷断層を発見し、我が国の測地、地震、磁気学の

創始者 

（40.268957，141.294861） 

二戸市石切所字荷渡 55 シビックセ

ンター 

宮沢賢治の『狼森』 宮沢賢治のイーハトヴ風景地「狼森（おいのもり）」 

（39.764348，141.014639） 

雫石町雫石丸谷地（小岩井牧場） 

 

宮沢賢治の『イギリス海岸』 宮沢賢治の『イギリス海岸』に出てくる「イギリス海岸」 

（39.396692，141.129389） 

花巻市下似内（北上川・瀬川合流地

点） 

 

宮沢賢治の『なめとこ山』 宮沢賢治の『なめとこ山の熊』に登場する「なめとこ山」 

（39.532882，140.900417） 

花巻市市豊沢川上流 

 

宮城 林子平の墓 林子平は、日本で最初の北辺図「蝦夷国全図」を作製した 

（38.276614，140.851083） 

仙台市青葉区子平町 19-5  龍雲院 

東北大学理学部自然史標本館 参謀本部が作成した国外の地図、「外邦図」を多数所蔵 

（38.257701，140.83688） 

仙台市青葉区荒巻字青葉 

日本一低い山（日和山） 元祖日本一低い山は日和山（標高 6m） 

（38.255836，141.011708） 

仙台市宮城野区蒲生 87先 

戸板保佑の墓と測量機器 戸板保佑は仙台藩で天文観測に従事し、関流和算百年の著述を編纂

した「関算四伝書」の著者 

（38.276178，140.852667） 

仙台市青葉区子平町 江巖寺 

秋田 日本一低い山（大潟富士） 我らが作った大潟富士（標高 0m）こそ、日本一低い山？ 

（39.985443，140.00875） 

南秋田郡大潟村方口 1内 御幸橋際 
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水路部の天測標 旧水路部が大正七年に観測設置した経緯度天測標 

（39.726709､140.125694） 

秋田市千秋北の丸 2 番 秋田和洋女

子高校グラウンド敷地内 

 

秋田・

山形 

三崎山国盗り合戦 毎年 10月、三崎山での綱引き合戦により領土を決める 

（39.118264，139.871） 

山形県飽海郡遊佐町と秋田県にかほ

市（旧郡象潟町） 

 

山形 最上徳内記念館 択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱を立てた、最上徳内を紹介する

記念館 

（38.482811，140.381389） 

村山市中央 1-2-12 

米沢市立米沢図書館 米沢藩の絵図方として仕えた岩瀬家の二百年間の文書を所蔵 

（37.91989，140.116806） 

米沢市金池 3-1-14 

鶴岡市立郷土資料館 鳥海山起こし立絵図を所蔵 

（38.728092，139.818681） 

鶴岡市家中新町 14-7 

酒田市立資料館 鳥海山張り抜き模型を所蔵 

（38.91513，139.841708） 

酒田市一番町 8-16 

福島  磯村吉徳の墓  正確な円周率を求めたことで知られる磯村吉徳は、二合田用水の設

計者としても業績を残した 

（37.597795，140.446639）  

二本松市根崎 1-249 善性寺 

市川方静の墓 市川方静は、現在のトランシットにあたる「方静儀」を開発した 

（37.126574，140.209583） 

白河市金屋町 妙徳寺 

茨城 長久保赤水誕生の碑 日本で最初の経緯線の入った地図を作成した長久保の誕生の地 

（36.740697，140.727806） 

高萩市大字赤浜 774 

長久保赤水旧宅 長久保赤水の後裔が今も住まいする旧宅 

（36.750045，140.730583） 

高萩市大字赤浜 3 

長久保赤水の墓 長久保赤水の墓は、松林に囲まれた長久保家墓地の中央にある 

（36.747415，140.731125） 

高萩市大字赤浜 955-1先 北原墓地 

間宮林蔵生家 間宮林蔵が生まれ、少年時代を過ごした生家 

（35.940383，140.033583） 

つくばみらい市上平柳 64 

間宮林蔵記念館 間宮林蔵の遺品と樺太探検のビデオが上映されている記念館 

（35.940259，140.03375） 

つくばみらい市上平柳 64 

筑波山立身窟 間宮林蔵が幼少の時、一晩中出世を祈願したといわれる祠 

（36.224978，140.099139） 

つくば市筑波 筑波山男体山 
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間宮倫宗先生発祥地碑 間宮林蔵少年が終日堰工事を見るうちに、今後を決めた小貝川の岡

堰に 

（35.930878，140.048153） 

取手市岡 4先 小貝川岡堰 

林蔵のお土産 林蔵最中など つくばみらい市 

（伊奈）間宮林蔵の墓 両親の墓とともに、ひっそりとたたずむ間宮林蔵の墓 

（35.941622，140.030569） 

つくばみらい市上平柳 5 専称寺 

伊奈の塋域顕彰記念碑 少年時代を過ごした専称寺にある、間宮林蔵の功績を称えた記念碑 

（35.941486，140.03075） 

つくばみらい市上平柳 5 専称寺 

地図と測量の科学館 日本で最初の地図と測量の展示施設 

（36.103976，140.085528） 

つくば市北郷 1 

長島尉信の墓 地籍測量の実施に生涯をかけた農政学者に長島尉信の墓 

（36.154537，140.113042） 

つくば市小田 3，048 延寿院 

古河歴史博物館 1000点にも及ぶ地図・地理書からなる鷹見泉石コレクションを所

蔵 

（36.191779，139.701028） 

古河市中央町 3-10-56 

鷹見泉石の墓 十代古河藩主土井利厚、十一代土井利位に仕えた鷹見泉石の墓 

（36.201235，139.704139） 

古河市横山町 3-6-49 正麟寺  

沼尻墨遷の墓 傘式地球儀を作った沼尻墨遷の墓 

（36.081963，140.195958） 

土浦市大手町 8-11先 華蔵院 

土浦市立博物館 沼尻墨遷の傘式地球儀を展示 

（36.085243，140.197181） 

土浦市中央町 1-5-18  

山村才助の贈位紀恩の碑 「訂正采覧異言」などを編纂し、世界地理研究に功績のあった山村

才助の碑 

（36.084816，140.197833）  

土浦市大手町 亀城公園内 

飯塚家（伊賀七）と五角堂 「からくり伊賀七」とも呼ばれ、「拾間輪」と呼ばれる回転数で距

離を測る測量器械を作成した飯塚伊賀七の五角堂 

（36.03205，140.073278） 

つくば市谷田部 1945 

 

 要石のある神社（鹿島神宮） 

 

鹿島神宮の地震を押さえる要石は有名 

（35.96911，140.636528） 

鹿嶋市宮中一丁目 鹿島神宮 

栃木 那須基線 陸地測量部に先立って内務省地理寮が実施した（明治 11 年）基線

測量の標石 

(北端点)（36.921778，139.933889） 

 

那須塩原市千本松 768 畜産草地研

究所(北端点) 
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 (南端点)（36.835428，139.985306） 大田原市実取 889-23先(南端点) 

群馬 温泉記号発祥の碑 万治 4年に初めて絵地図に現れたことにちなむ温泉記号の碑 

（36.300773，138.849333） 

安中市磯部 1-12-21 赤城神社 

内務省地理局測点（白髪岩） 参謀本部の前身、内務省地理局が明治 15 年ころに実施して大三角

測量の測点 

（36.15055，138.821111） 

藤岡市・下仁田町境 

利根川水源碑 大水上山を源とする利根川の水源碑 

（37.055089，139.095194） 

利根郡みなかみ町藤原 

埼玉 吉田初三郎の大鳥瞰図 吉田初三郎作「熊谷市鳥瞰図」が JR熊谷駅の壁画に 

（36.139645，139.389722） 

熊谷市 ＪＲ熊谷駅 

井澤弥惣兵衛頌徳碑 見沼代用水の開削と新田の開発者、治水家の頌徳碑 

（35.899932、139.696222） 

さいたま市見沼区片柳 1843 万年寺 

井澤弥惣兵の墓  埼玉県白岡町 常福寺 

井澤弥惣兵衛の見沼通船堀 井澤弥惣兵衛によるパナマ運河と同形式の閘門式運河（1731） 

（35.863333、139.716944） 

さいたま市緑区大字大間木・下山口

新田 

内務省地理局測点 参謀本部の前身、内務省地理局が明治 15 年ころに実施した大三角

測量の測点 

（35.855518，138.943917） 

東京都、埼玉県、山梨県境の雲取山 

千葉 

 

リンドの水準原標 オランダ人リンドが作った、日本で最初の水準原標（明治 5 年こ

ろ） 

（35.731752，140.840306） 

銚子市飯沼 293-1 飯沼観音境内 

リンドの江戸川原標 オランダ人リンドが作った、江戸川原標（明治 5、6年ころ） 

（35.661631，139.891042） 

浦安市堀江 4-1 清瀧神社境内 

伊能忠敬出生の地 

（伊能忠敬記念公園） 

幼名を神保三治郎といった伊能忠敬出生の地 

（35.551302，140.433514） 

伊能忠敬山武郡九十九里町小関 854 

伊能忠敬旧宅 伊能忠敬が養子に入って家運を挽回した伊能家旧宅 

伊能忠敬旧宅：（35.888198，140.498083） 

伊能忠敬旧宅：香取市佐原イ 1，722-1 

 

伊能忠敬記念館 伊能忠敬測量資料を所蔵する記念館 

伊能忠敬記念館：（35.888435，140.497389） 

記念館：香取市佐原イ 1，900 

 

（諏訪公園）伊能忠敬像 堂々たる測量する伊能忠敬の像 

（35.891802，140.490708） 

香取市佐原イ 771 諏訪公園 
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（佐原小学校）伊能忠敬像 佐原では二宮尊徳より伊能忠敬が尊敬されている 

（35.886396，140.498958） 

香取市佐原イ 1，870 佐原小学校 

伊能忠敬先生墓所 観福寺にある伊能忠敬と伊能家代々の墓 

（35.881104，140.499639） 

香取市牧野 1，752 観福寺 

忠敬のお土産 「忠敬好み」はお茶のお土産、地図サブレ、清酒「忠敬翁」など 香取市内 

久保木竹窓遺跡 地図製作などで、伊能忠敬を側面から援助した久保木清淵の旧宅跡 

（35.900878，140.526597） 

香取市津宮 497 

久保木清淵の墓 丘の中腹にある墓地には、久保木清淵の肖像入り説明板がある 

（35.896903，140.522375） 

香取市津宮 2，275-2先 

成田山新勝寺の「青銅製地球儀」 牛肉店「世界」の主人が奉納したという青銅製地球儀 

（35.786337，140.317458） 

成田市成田 1-1 成田山新勝寺 

国立歴史民俗博物館 秋岡武次郎氏の約千点の古地図コレクションが収蔵されている 

（35.724492，140.218986） 

佐倉市城内町 117 

吉田東伍終焉の地碑 「大日本地名調書」を著した吉田東伍が亡くなった地 

（35.732035，140.847361） 

銚子市清水町 2，840 海静寺 

東京 伊能忠敬住居跡 伊能忠敬が隠居後に最初に住まいしたところ 

（35.67459，139.794379） 

江東区門前仲町 1-18-3先 

伊能忠敬遺功表 伊能忠敬の功績を称え、日本地学協会が建立したモニュメント 

（35.655252，139.747928） 

港区芝公園 4-8 

芝公園の芝丸山古墳の北頂部 

伊能忠敬の墓 遺言で師の高橋至時の脇に眠る伊能忠敬 

（35.714126， 139.784347） 

台東区東上野 6-18 源空寺墓地 

高輪大木戸跡 伊能忠敬の東海道筋測量の基点となった大木戸跡 

（35.639499，139.740667） 

港区高輪 2-19-13先 

高橋至時の墓 41歳の若さで亡くなった、伊能忠敬の師高橋至時 

（35.714239，139.784319） 

台東区東上野 6-18 源空寺墓地 

高橋景保の墓と頌徳碑 シ-ボルト事件で捕らえられ獄死した高橋景保の墓とモダンな碑 

（35.714262， 139.784389） 

台東区東上野 6-18 源空寺墓地 

渋川家（景佑）の墓 天文学者渋川景佑は、伊能忠敬の測量を側面から援助した 

（35.617988，139.736667） 

品川区北品川 4-11-286先 

東海寺大山墓地 

間宮林蔵蕪崇之墓 間宮海峡を発見した間宮林蔵の墓（榎本武揚書） 

（35.677618，139.8033） 

江東区平野 2-7-8先 

間宮林蔵塋域顕彰記念碑 間宮林蔵を称える記念碑（鳩山一郎書） 

（35.679104，139.800044） 

江東区平野 1-14-7 本立院 
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村上島之允（秦檍丸）の墓 村上島之允は間宮林蔵の師で、蝦夷地をともに巡った 

（35.719984，139.767101） 

文京区谷中１-4 玉林寺 

最上徳内の墓 最上徳内は、蝦夷や千島を探検して地図を作成した 

（35.725452，139.755944） 

文京区向ケ丘 2-38-3 蓮光寺 

近藤重蔵の甲冑姿の像 探検家近藤重蔵の甲冑姿の石像 

（35.751344，139.733653） 

北区滝野川 2-49 正受院 

近藤重蔵の墓 近藤重蔵は、北方地域を探検して「今所考定分界之図」を著した 

（35.719196，139.756389） 

文京区向丘 1-13-8 西善寺（招魂墓） 

松浦武四郎の墓 松浦武四郎は、「東西蝦夷山川地理取調図」を作成した 

（35.739973，139.737625） 

豊島区駒込 5-5-1 

染井霊園 1種ロ 10号 2側 

松浦武四郎の一畳敷書斎 松浦武四郎は晩年、伊勢神宮などの由緒あるお寺や神社の古材を寄

せ集めて、家の一隅に「一畳敷」書斎を作った 

（35.686337,139.526944） 

三鷹市大沢３丁目１０番２号 国際

基督教大学内（非公開） 

ゼームス坂 海底測量などをした、Ｊ・Ｍ・ジエームスが住まいしたという坂が

地名として残っている 

（35.609228，139.738375） 

品川区南品川５、６丁目 

樺太島日露国境天測標 樺太庁が奉献した日露国境測量の天測標石 

（35.677779，139.717319） 

新宿区霞岳町 9 明治神宮外苑聖徳

記念絵画館前 

聖徳記念絵画館 「樺太国境画定」（安田稔画）を展示 

（35.678869，139.717587） 

新宿区霞岳町 9   

日本経緯度原点 海軍観象台跡でもある、日本の位置の基点 

（35.658029，139.741427） 

港区麻布台 2-2-1 

日本水準原点 佐立七次郎設計の建築物、そして日本の高さの基点 

（35.667024，139.747806） 

千代田区永田町 1-1-1 

憲政記念館前 

霊岸島量水標跡（霊岸島水位観測

所） 

日本水準原点の標高のもとになった、「量潮尺」があったところ 

（35.671974，139.782972） 

中央区新川 2丁目 

伊能忠敬像（富岡八幡宮） 富岡八幡宮は、伊能忠敬が全国測量の出立に先立ち、安全を祈願し

てお参りしたところ。忠敬の銅像もある 

（35.671782，139.79925） 

江東区富岡 1丁目 

初代陸地測量部長 小菅智淵の

墓 

小菅智淵は、全国測量の計画「全国測量一般の意見」を具申した 

（35.666248，139.722694） 

港区南青山 2-32-2 

青山墓地東 6通り 

肝付兼行の墓と肝付兼行閣下墓

碑 

肝付兼行は、日本経緯度原点の緯度値を観測した 

（35.667024，139.721031） 

港区南青山 2-32-2 

青山墓地  西 5通り１ロ-３-６ 
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初代水路部長柳楢悦の墓 柳楢悦は、自主独立の大方針で水路部の基礎を作った 

（35.66413，139.722522） 

港区南青山 2-32-2 

青山墓地  西 13通り１イ-１０-１ 

近代水道の創設者パーマーの墓 パーマーは、天文台の創設と地籍測量の重要性を提言した 

（35.666562，139.72145） 

港区南青山 2-32-2 

青山墓地  外人墓地 

「旗山」記念碑 旧水路局が最初に経緯度原点とした「旗山」（賜山）の跡 

（35.663939，139.770228） 

中央区築地 5-2 

東京中央卸売市場内魚河岸水神社内 

経緯度基点銅板碑 現在の経緯度原点の経度値を測定した旧水路部天測室の銅板碑 

（35.664849，139.766253） 

東京都江東区青海 2-5-18 

海上保安庁海洋情報部海洋情報資料

館内 

初代中央気象台長荒井郁之助の

墓 

荒井郁之助は、開拓使と地理局で測量と気象に貢献した 

（35.649582，139.718083） 

渋谷区広尾 5-1-21 祥雲寺 

荒井君碑 開拓使の地図作成や経度測定で活躍した荒井郁之助の顕彰碑 

（35.649876，139.719542） 

渋谷区広尾 5-1-21 祥雲寺 

荒井郁之助の追弔碑 函館政権で海軍奉行でもあった荒井郁之助の追弔碑 

（35.730759,東経 139.792583） 

荒川区南千住 1-59-11 円通寺 

測量教育百年記念碑 陸地測量部から百年間、測量技術者を育てたことにちなんで 

（35.719298，139.481056） 

小平市喜平町 2-2-1 国土交通大学校

内 

玉川兄弟銅像 協力して上水事業にあたった玉川兄弟の銅像 

（35.755578，139.308833） 

羽村市玉川 1-1-2先 羽村堰際 

玉川兄弟の墓 玉川兄弟は、玉川上水を完成させた 

（35.712815，139.786574） 

台東区松ケ谷 2-3-3 聖徳寺 

川上冬涯の墓 川上冬涯は、２万分の１迅速測図の作成で指導的役割を果たした 

（35.726173，139.771022） 

台東区谷中 7-5-24 

谷中墓地 甲 8号 20側 

木村信卿の墓 木村信卿は、創生期の参謀局でフランス式の地図作成に貢献した 

（35.726365，139.770271） 

台東区谷中 7-5-24 

谷中墓地 甲 9号 15側 

山村才助の墓 山村才助は、「西洋雑記」などを刊行し、世界地理研究で功績 

（35.681752，139.510139） 

府中市多磨町 4-1  

都立多磨霊園 6区 2種 12側 9番 

箕作省吾の墓 箕作省吾は、「坤輿図識」などを編纂し、世界を紹介した 

（35.684395，139.51125） 

府中市多磨町 4-1 

都立多磨霊園 14区 1種 2側 3番 

川北朝鄰の墓 数学者川北朝鄰は、陸地測量部の研究誌を編集した 

（35.579348，139.704375） 

大田区池上 1-1-1  

本門寺内善国寺墓地 

細井広沢の墓 細井広沢は、「測量」という言葉を初めて使ったという 

（35.610473，139.649694） 

世田谷区等々力 3-15-1 満願寺 
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本初子午線跡 明治 10 年には、内務省地理局測量課を経緯度原点とし、本初子午

線とした 

（35.668575，139.744222） 

港区虎ノ門 2丁目  

ホテルオ-クラ付近（旧跡なし） 

本初子午線跡 明治 15 年には、内務省地理局天文台を経緯度原点とし、本初子午

線とした 

（35.688302，139.754389） 

千代田区千代田 皇居東御苑天守台

跡 

本初子午線跡 明治明治 5年には、富士見櫓を測量の基点とし、本初子午線とした 

（35.684304，1139.7565） 

千代田区千代田 皇居東御苑富士見

櫓 

北条氏長の墓 軍学者北条氏長は、交会法を用いて「正保国絵図」作成した、駒込

の總禅寺に葬られた？ 

（35.741486，139.732639） 

豊島区巣鴨 5-32 總禅寺（旧跡不明） 

岩橋教章の墓 岩橋教章は、我が国最初の航海用海図の作成にあたった 

（35.723216，139.770759） 

台東区谷中 7-5-24  

谷中墓地乙１号 7側 19番 

西村勝三の墓 西村勝三は、日本で最初の測量靴を製造販売した 

（35.617988，139.736722） 

品川区北品川 4-11-286先 

東海寺大山墓地 

塚本明毅の墓 塚本明毅は、太陽暦への改暦作業や祝祭日の制定、そして地誌の

編纂などを担当 

（35.691249，139.709236） 

新宿区新宿 2-15-18 成覚寺 

玉屋商店跡 時計師大野弥三郎らの測量機器を販売していたのは、どちらの「玉

屋」 

 

 

銀座玉屋 

（35.672584，139.766208） 

銀座玉屋 中央区銀座三丁目 松屋

デパ-ト前（旧跡なし） 

両国玉屋 

（35.69266，139.783139） 

両国玉屋 中央区日本橋横山町付近

（旧跡なし） 

日本で最初の三角点跡？ 本格的な三角測量の最初（明治 5 年）の、そのまた最初は富士見

櫓 

（35.684159，139.756608） 

千代田区千代田 皇居東御苑富士見

櫓 

日本で最初の三角点標石？ 天守台跡に残されている標石は、明治 5 年の工部省の三角測量に

よるものか？ 

（35.688063，139.754333） 

千代田区千代田 皇居東御苑天守台

跡 

内務省地理局測点（雲取山） 参謀本部の前身、内務省地理局が明治 15 年ころに実施した大三角

測量の測点 

（35.855518，138.943917） 

東京都、埼玉県、山梨県境 
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東京国立博物館 今井八九郎の「蝦夷図」などを所蔵 

（35.718846，139.776361） 

台東区上野公園 13-9 

徳川中期の和算家建部賢弘の墓 

 

和算家建部賢弘は、「元禄（国絵）図」をもとにして「享保日本図」

を完成させた 

 

文京区小石川小日向台町 竜興寺

（旧跡不明） 

幕府天文方山路家の墓 山路家代々は幕府暦作測量御用となり、のちに幕府天文方となっ

た 

（35.721883，139.769083） 

台東区谷中 6-2-13 大泉寺 

日本で最初の海図を彫った松田

龍山ゆかりの「玄々堂」跡 

松田龍山は、日本で最初の海図「陸中國釜石港之図」などの初期

の海図彫刻を担当した 

（35.68348，139.771333） 

旧東京市京橋区呉服町四番地（旧跡

なし） 

 司天台跡（浅草天文台跡） 江戸時代後期、幕府の天文・暦術・測量・地誌編纂・洋書翻訳な

ど行ったところ 

（35.70142, 139.788762） 

東京都台東区浅草橋 3 丁目 （碑あ

り、旧跡なし） 

米国第 64工兵地形大隊駐留跡 

 

太平洋戦争の作戦用地図を作成した米国第 64工兵地形大隊は、戦後

現伊勢丹本店を接収駐留して地図作成を続けた 

（35.691679，139.70467） 

新宿区新宿 3-14-1 伊勢丹デパート

本店（旧跡なし） 

米国極東陸軍地図局跡 

 

米国極東陸軍地図局は、太平洋戦争後、この地で日本とその周辺

の地図作成を担当した 

（35.75387，139.725655） 

北区十条台 1丁目 北区立中央公園 

本邦初の測量技術者養成校 順天

求合社跡 

福田半（治軒）が、日本で最初の測量技術者養成校 順天求合社を

開設した地 

（35.696537,139.756678） 

東京都千代田区神田神保町 2 丁目 10

（旧跡なし） 

航海測量習練所跡（福沢・近藤両

翁学塾跡）碑 

近藤真琴が、日本初の商船学校となる航海測量習練所を開設した地 

（35.658756, 139.757155） 

東京都港区浜松町 1 丁目 13-1 （碑

あり、旧跡なし） 

渋江信夫の墓 木村信卿課長らの清国への「地図売渡し事件」に関連し、拘引中の

刑務所で自殺（ ） 

台東区谷中 7-5-24 

谷中霊園 乙 5号 5側 

山崎直方の墓 地理学者（ ） 府中市多磨町 4-1 

都立多磨霊園 6区 1種 2側 10番 

杉山正治の墓 創業期の陸地測量部にあって、基線測量や三角測量で活躍 港区南青山 2-32-2 

青山墓地 東 9通り 1イ 13-4-4 

田坂虎之助の墓 一等三角測量の礎を築いた 港区南青山 2－32－2 青山霊園立山

地区 1種ロ 4号 4側 
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神奈川 神奈川県下外国人遊歩規程標石 外国人が自由に行動できる範囲を正確に決めるため、三角鎖測量を

実施した時の標石（下記以外にも発見あり） 

 

  

横浜市戸塚区小雀 12号 

（35.370833，139.510528） 

横浜市戸塚区小雀字山谷 

 

藤沢市立石三丁目 14号 

（35.363647，139.481847） 

藤沢市藤沢 3，224-ロ 立石神社の西 

小田原市小竹 42号 

（35.307198，139.224167） 

小田原市小竹字長作 63-イ 

近代水道の創設者パーマーの像 天文台の創設と地籍測量の重要性を提言した 

（35.445279，139.622944） 

横浜市西区老松町 野毛山公園内 

日本灯台の父ブラントン顕彰碑 各地の灯台整備と横浜居留地ほかの下水道整備を進め、横浜居留地

などの地図を作成 

（35.444962，139.634889） 

横浜市中区関内 吉田橋たもと 

神奈川県立近代美術館 日本で最初の海図を彫った松田龍山ゆかりの玄々堂作品を所蔵 

（35.324625，139.557） 

鎌倉市雪ノ下 2-1-53 0467-22-5000 

山梨 内務省地理局測点（雲取山） 参謀本部の前身、内務省地理局が明治 15 年ころに実施した大三角

測量の測点 

（35.855518，138.943917） 

東京都、埼玉県、山梨県境 

長野 長野県立信濃美術館 

（川上冬崖作品所蔵） 

参謀本部のフランス式彩色地図作成に画学指導の面で貢献した、洋

画家の川上冬崖の作品を所蔵 

（36.66145，138.191014） 

長野市箱清水 1-4-4 城山公園内 

日本民俗資料館 陸地測量部が波田村に疎開した記念に贈った置き時計を展示 

（36.237612，137.970569） 

松本市丸の内 4-1 

国盗り綱引き合戦（兵越峠） 兵越峠での綱引き合戦により領土を 1m拡げることができる 

（35.274682，137.92925） 

浜松市(旧水窪町)と長野県飯田市

（旧南信濃町） 

信濃教育博物館（東福寺泰作の

「松代封内測量図」所蔵） 

東福寺泰作の「松代封内測量図」所蔵 

（36.654882，138.183403） 

長野市旭町 1，098 信濃教育博物館 

真田宝物館 松代藩の所蔵物を保管展示する「真田宝物館」には、「道程測量車」

などの測量機器が残されている 

（36.563952，138.197667） 

長野市松代町松代 4-1 

日本一海から遠い地点 日本で一番海から遠い地点は佐久市臼田町 

（36.177066，138.580361） 

佐久市臼田町 
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新潟 吉田東伍の生家 1，200 万字にも及ぶ「大日本地名辞書」を作成した吉田東伍の生

家 

（37.775803，139.232208） 

阿賀野市保田 1，725 

吉田東伍の墓碑 31年間、月に 1編の割合で執筆活動を続けた吉田東伍の墓碑 

（37.79071，139.129278） 

新潟市新津秋葉山 1-9-1 正法寺 

永明寺山日食観測記念碑 日本で最初の本格的近代的日食観測が行われた（明治 20 年）記念

碑 

（37.615994，139.000333） 

三条市東大崎 大崎山公園 

松田伝十郎の父母の墓 松田伝十郎は、間宮林蔵に先駆けて「樺太」が島であることを確

信した 

（37.320413，138.438722） 

柏崎市米山 2，260 蓮光院 

（東京都文京区本駒込 3-19-17 吉

祥寺（善蔵院）） 

樺太発見の碑 松田伝十郎の樺太探検を記念した碑 

（37.323099，138.442111） 

柏崎市米山 聖ケ岬 

出雲崎妙福寺境内の経緯度天測

標 

明治 21年に水路部が測定した天測標 

（37.539198，138.683278） 

三島郡出雲崎町岩舟町 1，592 妙福

寺 

柴田収蔵の墓 佐渡が生んだ地理学者柴田収蔵の墓 

（37.807432，138.243681） 

佐渡市宿根木 468 称光寺 

内務省地理局測点（米山） 参謀本部の前身、内務省地理局が明治 15 年ころに実施した大三角

測量の測点  

（37.289545，138.483917）  

柏崎市米山山頂 

高樹文庫（石黒信由遺物文庫） 「加越能三州分略絵図」などの実測図を作成した、石黒信由の遺品

を所蔵 

（36.743627，137.082972） 

射水市高木 246 

墓碑：富山県新湊市高木  石黒家

墓地 

富山 射水市新湊博物館 高樹文庫（石黒信由遺物文庫）を展示 

（36.752429，137.084583） 

射水市鏡宮 299 

西村太沖の碑 西村太沖は、城端で天文観測をし、金沢城下の測量と地図作成 

（36.510634，136.896403） 

南砺市城端町野下 1，669 

城端神社境内 

富山県立立山博物館 柴崎芳太郎が劒岳から持ち帰った錫杖を所蔵 

（36.58263，137.393472） 

中新川郡立山町芦峅寺 93-1 

「鹿の子餅」 謎の絵図師遠近道印ゆかりのお菓子 

（36.691644，137.203569） 

高岡市末広町２－４ 

富山市鹿島１－１－６ 不破福寿堂 

十二貫野用水碑 椎名道三は、高等な測量術で用水開削による新田開発をした 

（36.731417 137.39025） 

黒部市本野 
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椎名道三墓碑 用水開削者椎名道三の墓 

椎名道三墓碑：（36.732398，137.382722） 

滑川市田林（未確認・詳細位置不明） 

石川 木村栄博士の生家跡 緯度研究で世界的に有名な木村博士の生家跡の碑 

（36.546582，136.651278） 

金沢市泉野町 3-18-16 笹の湯 

木村栄博士の胸像 金沢の二宮尊徳は木村栄博士か、小学校の校庭などの博士の胸像 

（36.561305，136.660528） 

金沢市出羽町 2-1 広坂園地ほか 

ふるさと偉人館 木村栄を含む金沢が生んだ五人の偉人を紹介する 

（36.559227，136.658） 

金沢市本多町 6-18-4 

西村太沖の墓 西村太沖は、金沢城下の測量・地図作成にあたった 

（36.532127，136.659778） 

金沢市野田山  野田山墓地（未確

認・詳細位置不明） 

板屋神社 正確な水準測量を実施して、辰巳用水を開いた板屋兵四郎を祀る 

（36.519325，136.708486） 

金沢市袋板屋町ロ 28 

板屋神社 逆サイホンの原理などを使用して、辰巳用水を開いた板屋兵四郎を

祀る 

（36.500391，136.713417） 

金沢市上辰巳町 13-17 

福井 みくに龍翔館（三国港Ｈ測標を展

示） 

「三国港突堤」工事の関連で使用されたと思われる石標 

（36.220058，136.151528） 

坂井市緑ヶ丘四丁目２－１ みくに

龍翔館 

岐阜 日本最高所水準点 女工哀史で有名な野麦峠にある、日本最高所の水準点 

（36.05228，137.605389） 

高山市野麦 野麦峠 

関谷清景先生誕生之地碑 関谷清景は、世界で最初の地震学教授として、地震学の基礎を築い

た 

（35.364668，136.622347） 

大垣市歩行町 2-8 

日本まん真ん中センター 世界最大級の日時計がある、日本の人口重心記念館 

（35.665515，136.963389）   

郡上市美並町白山 430-4 

地震断層観察館 

 

1891年の濃尾大地震と根尾谷断層を紹介する 

（35.616146，136.620806） 

本巣市根尾水鳥  

 

静岡 日本最高所三角点 日本一の高さ故に、標高維持の苦労もある日本最高所三角点 

（35.360638，138.727361） 

静岡県・山梨県（富士山頂） 

棹地稲荷神社 日本で唯一つの？「測量の神様」 

（35.222661，138.615319） 

富士宮市中央町 7-3 

「地名（じな）」という地名 大井川の中流に「地名」という地名がある 

（34.98602，138.087278） 

榛原郡川根本町地名 

国盗り綱引き合戦（兵越峠） 兵越峠での綱引き合戦により領土を 1m 拡げることができる

（35.274682，137.92925） 

静岡県浜松市(旧水窪町)と長野県飯

田市（旧南信濃町）兵越峠 
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綱引き合戦（筬川 郡界橋） 郡界橋での綱引き合戦の成績は？ 

（34.630174，138.170333） 

牧之原市（旧相良町）と御前崎市（旧

浜岡町）筬川 郡界橋 

沼津市明治資料館 陸地測量部と深い係わりがある沼津兵学校を紹介 

（35.12196，138.858681） 

沼津市西熊堂 372-1 

沼津兵学校跡の碑 陸地測量部へ優秀な人材を送り出した沼津兵学校 

（35.100592，138.859361） 

沼津市大手町 城岡神社境内 

地震の神様（細江神社） 地震の神様として名高い 

（34.810491，137.652958） 

浜松市北区細江町気賀 996  

愛知 明治川神社 石川喜平の測量機器を所蔵、そして技術者が用水の守護神として合

祀 

（34.986566，137.099889） 

安城市東栄町 22 

都築弥厚の銅像 都筑弥厚は、明治用水の基礎を築いた 

（34.922009，137.048389） 

安城市和泉町宮前 和泉町弥厚公園 

三重 松浦武四郎記念館 「東西蝦夷山川地理取調図」を著した探検家、松浦武四郎の記念館 

（34.643132，136.509417） 

松阪市小野江町 383 

館潔彦の墓 館潔彦は、著名な高山の一等三角点を数多く選定 

（35.069501，136.679111） 

桑名市東方町 1，350 照源寺 

伊勢神宮徴古館 渋川春海献納の天球儀、地球儀を所蔵 

（34.485824，136.724917） 

伊勢市倉田山 

三重県立美術館 地図製図の先駆者岩橋教章の「鴨の静物」を所蔵 

（34.735068，136.501944） 

三重県津市大谷町 11  

地震の神様（大村神社） 境内には「要石」があり、地震の神様を祀るという大村神社 

（34.670604，136.18375） 

三重県伊賀市阿保 1555 大村神社 

滋賀 （高島町）近藤重蔵の墓 近藤重蔵は択捉探検をして功績を挙げたが、この地で不遇の死を迎

えた 

（35.294142，136.004639） 

高島市勝野 1，796 瑞雪寺 

彦根城下楽々園の「地震の間」   地震や雷から命を守るため、被害を少なくするための耐震構造を持

った地震の間 

（35.278792，136.252722） 

彦根市金亀町 1番 1号 

京都 小島濤山の墓 小島濤山は、地震には心があるする地震の本「地震考」を著した 

（35.068374，135.808222） 

京都市左京区八瀬野瀬町 48 養福寺 

琵琶湖疏水記念館 疏水を完成させた、北垣国道、田辺朔郎、嶋田道生の偉業を展示 

（35.011862，135.788264） 

京都市左京区南禅寺草川町 17 
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吉田初三郎の墓 鉄道が見える場所に葬られた鳥瞰図師、吉田初三郎の墓 

（34.991439，135.802264） 

京都市山科区御陵岡の西町 

本初子午線跡 日本で最初の本初子午線跡は、京都改暦所跡 

（35.009927，135.736944） 

京都市中京区西ノ京西月光町（旧跡

なし） 

内務省測点 清水寺に残された明治期の設置された内務省測点 

（34.995196，135.783722） 

京都市東山区清水１丁目２９４ 清

水寺 

大阪 間重富の墓 伊能忠敬の全国測量に測器の作成など影の力となった間重富 

（34.650515，135.511931） 

大阪市天王寺区茶臼山町 31 統国寺 

間家の測量所跡と間長涯天文観

測地の碑 

高橋至時とともに寛政の改暦やラランデ暦書の翻訳で貢献した間

重富の天文観測地 

（34.675424，135.493097） 

大阪市西区新町 2-5-8 先 グリーン

ベルト内 

羽間文庫 間家に伝わる測量記録などが収蔵されている（未公開） 

（34.698935，135.470181） 

大阪市福島区海老江 6-8-14 

麻田剛立の墓 麻田剛立は、江戸時代の近代的天文学・測量学の出発点となった 

（34.658883，135.512333） 

大阪市天王寺区夕陽ケ丘 5-6  

浄春寺墓地 

山片蟠桃先生の墓 山片蟠桃は、「地動説」について初めて触れたユニ-クな町人学者 

（34.700046，135.513069） 

大阪市北区与力町 善導寺 

大野弥三郎 規周の墓 大野家は三代続く天文測器師、弥三郎規周は海軍器械技師 

（34.714094, 135.514387） 

大阪市北霊園(北区長柄中 2-4-25) 

大野規周君紀念之碑 大野家は三代続く天文測器師、弥三郎規周は海軍器械技師 

（34.700882, 135.523534） 

大阪市都島区中野町 1－12 桜宮神社

境内 

日本一低い山（天保山） 地図に復活した天保山こそ日本一低い（標高 5m） 

（34.658082，34.658082） 

大阪市港区築港 3丁目 

兵庫 日本のへそ 元祖日本の中心、陸地測量部測量手が測量した「日本のへそ」 

（35.003267，134.997236） 

西脇市比延町タキノ上 

にしわき経緯度地球科学館 日本へそ公園にある地球の科学が分かる科学館 

（35.0，134.998931） 

西脇市上比延町 334-2 

中央分水界”水分れ”橋 本州一低い分水界の碑と、婚礼の列は渡らない「水分れ橋」 

（35.149932，135.064472） 

丹波市氷上町石生 

中央分水界”水分れ”資料館 本州一低い分水界 

（35.150182，135.071944） 

丹波市氷上町石生 

神戸市立博物館 南波松太郎、秋岡武次郎コレクションなど八千点の古地図を所蔵 

（34.687202，135.192833） 

神戸市中央区京町 24 
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世界で最初の地震学教授 

関谷清景の墓 

関清景は、帝国大学で世界最初の地震学教授になった 

（34.669139，135.128278） 

神戸市須磨区禅昌寺町 2-4 禅昌寺 

日本列島が浮かぶ「昆陽池」 最古の地図を残した行基築造の「昆陽池」に日本列島が浮かぶ 

（34.789384，135.393889） 

伊丹市昆陽 3丁目 

山片蟠桃銅像（かんな公園） 山片蟠桃は、家業の傍ら勉学に精を出し、天文学を学び「夢の代」

を著した 

（34.79016，134.803417） 

高砂市神爪 5 丁目 かんな公園（未

確認・詳細位置不明） 

山片蟠桃顕彰碑（覚正寺） 「夢の代」を著した山片蟠桃の顕彰碑 

（34.790308，134.803625） 

高砂市神爪 5丁目 16-22 覚正寺（未

確認・詳細位置不明） 

奈良 北浦定政の墓 北浦定政は条里研究の嚆矢 

（34.654853，135.840278） 

奈良市古市南町 274-1 念仏寺 

行基の墓 行基は、「行基図」を作成したといわれる奈良時代の僧侶 

（34.672459，135.7035） 

生駒市有里町 215-6先 竹林寺 

天理大学付属天理図書館 日本で最大の地球儀所蔵図書館 

（34.594643，135.846222） 

天理市杣之内町 1，050 

和歌山 大畑才蔵の墓 大畑才蔵は、紀の川の用水工事を完成させ、治水の神様といわれた 

（34.29596、135.588667） 

橋本市学文路大畑家墓地 

橋本市郷土資料館 治水の神様といわれた大畑才蔵測量器具を展示する 

（34.341047，135.600611） 

橋本市御幸辻 786 

鳥取 「智頭（ちず）」という地名 「智頭（ちず）」という地名は「地図」と関係があるか 

（35.265123，134.226639） 

八頭郡智頭町 

島根 浜田測候所の天測標 大正 9年中野徳郎が経緯度観測し、設置したテ-ブル型の天測標 

（34.896347，132.070944） 

浜田市大辻町 235-3 旧浜田測候所

（旧跡亡失） 

太皷谷稲成神社（堀田仁助写の特

別小図所蔵） 

蝦夷地航海測量の先駆となった堀田仁助写の特別小図を所蔵 

（34.465438，131.769042） 

鹿足郡津和野町後田 409 

津和野町郷土館 堀田仁助は、蝦夷地航海測量を行い、忠敬に先駆けて蝦夷地地図を

作製 

（34.465152，131.773139） 

鹿足郡津和野町大字森村ロ 127 

 

堀田仁助の墓 堀田仁助の墓（未確認） 鹿足郡津和野町（未確認） 
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岡山 古川古松軒の墓 古川古松軒は、「西遊雑記」「東遊雑紀」を著した地理学者 

（34.662614，133.663611） 

総社市新本 481 宅源寺 

金光図書館（小野光右衛門の測量

機器・器具所蔵） 

和算家小野光右衛門が使用した測量機器・器具を所蔵 

（34.538404，133.623931） 

浅口市金光町大谷 320 金光図書館 

広島 呉市立入船山記念館 伊能忠敬の測量風景を描いた「浦島測量之図」を収蔵 

（34.239929，132.563833） 

呉市幸町 4-4 入船山公園内 

堀田仁助寄進の石燈籠 

 

蝦夷地航海測量の先駆となった堀田仁助寄進の石燈籠 

（34.363258，132.335639） 

廿日市市佐方 佐方八幡神社境内

（旧跡未確認） 

箱田良助誕生の地碑 

 

伊能忠敬測量隊の内弟子筆頭、箱田良助誕生の地碑 

（34.559776，133.377472） 

福山市神辺町箱田 

山口 山口県立山口博物館 

（防長土図所蔵） 

有馬喜惣太作成の長さ５ｍにもなる立体模型を所蔵（未公開） 

（34.182447，131.472708） 

山口市春日町 8-2 

豊栄神社（「芸州郡山之図」所蔵） 毛利氏の居城「郡山」（広島県高田郡吉田町）を表現した立体地形

模型を所蔵 

（34.188616，131.480833） 

山口市天花 1-1-1 

藤島常興の墓 

 

藤島常興は、明治初期に測量器・理学器の製造を手がけた 

（33.997865，130.981861） 

下関市長府川端 1-2-3 功山寺墓地 

下関市立長府博物館 藤島常興の画や金工品などを所蔵 

（33.995568，130.982236） 

下関市長府川端 1-2-5  

熊谷美術館 現在日本最古のものといわれているシーボルトから贈られたピア

ノを所蔵（34.416598、131.396347） 

萩市今魚店町４７ 熊谷美術館 

徳島 徳島県立徳島図書館 代々徳島藩に仕えて絵図作成を行った岡崎三蔵父子作成の国絵図

を所蔵 

（34.040585，134.525472） 

徳島市八万山向寺山 

ゆめりあ３４公園  緯度と経度の下二ケタが同じ数字になる地点が 9カ所、その真ん中 

北緯 34度、東経 134度の交叉地点？ 

（34.0，134.0） 

三好郡東みよし町 ゆめりあ３４公

園 

 

日本一低い山（弁天山） 自然にできた山で日本一低い山は、標高 6.1mの弁天山 

（34.023973，134.541736） 

徳島市方上町 

香川 基準点標石生産の地 日本全国に設置された三角点や水準点標石の誕生の地 

（34.531433，134.241472） 

小豆郡土庄町小海 

世界一狭い海峡（土渕海峡） 地形図に記入された世界一狭い海峡 

（34.485698，134.187389） 

小豆郡土庄町 
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久米通賢の銅像 塩田開発などで功績を残した久米通賢 

（34.319089，133.834208） 

坂出市常磐町 2-1-75 塩竈神社 

 

鎌田共済会郷土博物館 久米通賢作製の測量機器などを所蔵 

（34.313292，133.852028） 

香川県坂出市本町 1-1-24  

久米通賢の墓 久米通賢は高松藩内の測量を実施し、忠敬の測量案内役となった 

（34.216575，134.416083） 

東かがわ市引田町馬宿 242-4 先 東

讃農協北側 

久米通賢の生家 久米通賢の生家を移転保存 

（34.345317，134.109944） 

高松市屋島中町 91 四国村民家園 

愛媛 目黒ふるさと館（山境争い山型 

模型） 

境界紛争を模型の上で決着した、「山境争い山形模型」を展示 

（33.16257，132.693819） 

北宇和郡松野町大字目黒 684-2 

高知 高知県立歴史民俗資料館 野中兼山が境界争いに際して作成させた、沖の島模型を所蔵 

（33.596088，133.623458） 

南国市岡豊町八幡 1099-1 

地球３３番地の碑 北緯 33度 33分 33秒、東経 133度 33分 33秒、3が 12個並ぶ地点？ 

（33.562731，133.556597） 

高知市弥生町 江口川 

福岡 伊能忠敬宿泊跡碑 伊能忠敬は九州測量の際、ここに宿泊した？、今も割烹旅館 

（33.850831，130.487111） 

宗像市神湊 1，220  魚屋前 

伊能忠敬測量之地碑 伊能忠敬実測ゆかりの地に碑 

（33.035189，130.448292） 

大牟田市栄町１ 五月橋際 

英彦山神宮宝物館（「彦山小形」

所蔵） 

元和 2 年に彦山霊仙寺大講堂が再建された、その時の余材で作成

された英彦山模型 

（33.483832，130.91025） 

田川郡添田町英彦山１ 

伊能忠敬 測量 200年記念碑 伊能忠敬九州測量の起点の地に、当時の測量器具などを描いた陶

板が埋められた記念碑 

（33.886138，130.877958） 

北九州市小倉北区１ 常磐橋たもと 

佐賀 水路部の天測標 

 

旧水路部が明治 22年観測設置した経緯度天測標 

（33.576146，129.760083） 

唐津市鎮西町馬渡島 

長崎 水路部の天測標 

 

旧水路部が明治 22年観測設置した経緯度天測標 

（33.74125，129.710306） 

壱岐市郷ノ浦町永田触（壱岐島・岳

ノ辻） 

長崎金星（太陽面経過）観測碑、 1874 年にフランスの観測隊が、この地で金星の太陽面通過を観測

したときに設置したモニュメント 

（32.763881，129.883528） 

長崎市西山町 1 丁目 金刀比羅神社

裏山 

我が国初の経緯度原点確定の地

碑 

ダビッドソンが長崎と東京との緯度差の観測を行ったことにちな

んで 

（32.76394，129.883181） 

長崎市西山町 1 丁目 金刀比羅神社

裏山 
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シ-ボルト記念館 日本を愛したオランダ商館医シ-ボルトの記念館 

（32.75584，129.892236） 

長崎市鳴滝 2-7-40 

坂部貞兵衛の墓 伊能忠敬の全国測量の際に片腕であった、坂部貞兵衛は五島で病死

した 

（32.69725，128.841597） 

五島市末広町 642 宗念寺 

伊能忠敬天測之地碑 伊能忠敬が天測を実施した地の碑 

（32.696161，128.845917） 

五島市栄町 東公園 

長崎県立対馬歴史民俗資料館

（「対馬国絵図」収蔵） 

伊能忠敬以前に作られた、精巧な「対馬国絵図」を収蔵 

（34.203637，129.287583） 

対馬市厳原町今屋敷 668-1 

松浦史料博物館（「伊能図」収蔵） 伊能忠敬が西国測量に際して上程した「伊能図」を収蔵 

（33.372911，129.55225） 

平戸市鏡川町 12 

日本本土最西端の地 巨大日本地図が出迎える日本本土最西端の地 

（33.217703，129.552778） 

佐世保市小佐々町 神崎鼻 

「地図石」 大小様々な切石で組まれた「地図石」とは何 

（32.80563，130.705528） 

熊本市本丸 1号 1 熊本城内 

大分 伊能忠敬測量史跡 文化 7年伊能忠敬は、この地の測量を実施したことを示す標柱 

（33.276397，131.502778） 

別府市楠町 3-5先 

伊能勘解由忠敬測量遺跡 手分け測量した伊能忠敬測量隊が、海岸寺で合流したときの碑 

（33.096089，131.861611） 

津久見市堅浦 602 海岸寺 

「一尺八寸山（みおうやま）」 パソコングル-プの選んだ、読みにくさ日本一の山 

（33.359889，131.040833） 

日田市、中津市境 

宮崎 細嶋験潮場 明治 25 年建築の細島験潮場は、当時の建築物がそのままの場所で

現存する最古のもの 

（32.428674，131.669181） 

宮崎県日向市細島町 

鹿児島 尚古集成館 石田三成が太閤検地の際に使用した”ものさし”を所蔵 

（31.61733，130.576306） 

鹿児島市吉野町磯 9，698-1 

沖縄 ハル石 元文検地（1740年ごろ）に使用した図根点をハル石と呼ぶ  

那覇市小禄 

（26.19738，127.675056） 

那覇市小禄 

名護博物館 

（26.586294，127.987167） 

名護市東江一丁目 8番 11号 

南風原文化センター 

（26.191143 ，127.730389） 

南風原町兼城 716 
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名護市古我知 

（26.619925，127.996556） 

名護市古我知 

その他 

 

日露国境標石 旧樺太国境標石は今もサハリンに現存している 

館 

ユジノサハリンスクの州立郷土博物 

 

新京、南嶺の経緯度原点 旧満州に設置した新京原点は、今はどうなったか 不明 

インドネシアの経度原点 インドネシアの経度原点は、魚市場の敷石になってしまった 不明 

内務省地理局測点 参謀本部の前身、内務省地理局の大三角測量の測点 雲取山(東京都、埼玉県、山梨県境) 

米山(新潟県) 

幻の日本一高い山「新高山」 かつて日本一の山であった台湾の最高峰、「玉山」（新高山） 台湾 

各地の内務省標石 日本各地に点在する内務省などが設置した標石  

新潟市満願寺 

（37.823065，139.152333） 

新潟県新潟市満願寺 4100（阿賀野川

工事事務所満願寺出張所） 

広島市中区江波皿公園 

（34.371361，132.432278） 

広島県広島市中区江波二本松一丁目

4（江波皿公園） 

飯島町本郷 

（35.656075，137.943278） 

長野県上伊那郡飯島町本郷三 

新発田市小坂 

（37.915899，139.31725） 

新潟県新発田市小坂（動木橋） 

長崎市 天門峰 

（32.724813，129.844111） 

長崎市木鉢町一丁目（天門峰） 

長崎市 魚見岳 

（32.715332，129.855028） 

長崎市戸町五丁目（魚見岳） 

几号高低測量の水準点* 「不」と刻まれたイギリス式の水準点は、東京・塩釜間などに 

東京から塩釜間などに約４０点余が発見されている 

 

験潮場* 潮位を観測する国土地理院の験潮場は、日本全国２９カ所ある 神奈川県三浦市三崎町など 

基線* 三角網に長さを与えるために正確な物差しで距離を測定する 北海道稚内市など 

観測所* 天文・地磁気などの常時観測を行う観測所は鹿野山などにある 千葉県鹿野山など 

一等三角点* 一等三角点は、日本全国に 970点ある、その中には変わり者も 黒法師山（静岡県）など 
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