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市川の交通網の発達

江戸川の写真

旧京成電鉄写真

出典 : 市川市史写真図録

　　　『この街に生きる、暮らす』

現京成電鉄の写真

　市川という地名の由来については複数の説がありま

す。江戸川が関東一大きな川であったことにより「一

ノ川」と呼ばれていたからだとか、江戸川で船人たち

が毎月市場を開催していたことから「市ノ川」と呼ば

れていたことにより、後に「市川」と名付けられたと

も云われています。理由はさまざまですがこれらに共

通することは、江戸川の存在が大きく関わっていると

いうことです。

市川という地名の由来

　現在のように電車や車が主流でなかった頃は、江戸

川を渡るには船で人々や物資を運ぶ必要がありました。

1905 年に、江戸川に初めて木の橋が架かりました。そ

れによって船では運ぶことの出来なかった大きな荷物

の運搬や通行の利便性が向上しました。この橋は 1928

年頃に老朽化のため現在の市川橋に造りかえられまし

た。

　また、市川三丁目の国府台駅を通る京成電車は 1912

年に押上－江戸川間が開業しましたが、江戸川の架橋

工事が難工事だったために大幅に遅れることとなりま

した。その後、津田沼駐在の鉄道連隊の応援の末に突

貫工事で完成させ、1914 年に江戸川－市川新田間が開

通しました。これにより今から約 100 年前、初めて千

葉県下に京成電車が走ることになりました。

市川の歴史



細 見 記

2

　国府台という地名が示すように、奈良～平安時代、国府台には下総国府があり

ました。その際、国府台は手狭であったこともあり、国府に付随する市や駅家（井

上駅家）は市川砂州の西端、現在の市川三丁目周辺にあったとされています。国

府台遺跡や国分僧寺からは井上駅家を示す「井上」墨書土器も出土しており、こ

の周辺が古代から栄えていたことがわかります。

国府と共に栄えた町

小岩・市川関所の設置

　その後、徳川家康の関東入国に伴い交通が整備され、軍事物資輸送の中継地と

なる街道宿駅や、江戸に出入りする物や人を監視する関所が各地に設置されまし

た。小岩・市川関所の設置もこの時と考えられます。この関所は、江戸に入って

くる武器と、江戸から出てゆく女性をとくに厳しく取り締まる、重要な関所と位

置づけられており、あえて橋はかけられませんでした。関所は明け六ツから暮れ

六ツのあいだ開いており、幕府から派遣された４人の番士が交代で旅人が提出す

る通行・身分証明書を確認していました。現在では関所のモニュメントが江戸川

の堤防上に建てられています。

国府台合戦

　戦国時代になると、鎌倉時代から下総に大きな勢いを持っていた千葉氏の力も

おとろえ、新しい勢力が生まれてきました。小田原に城を構えた後北条氏は、勢

力を関東全域におよぼそうとして、里見氏などの房総の武将たちと国府台を戦場

にして二度戦いました。二度とも後北条氏が勝ち、市川もその支配下となりまし

た。近くの里見公園内にある国府台城はその合戦の名残をとどめています。
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龍泉院近くに立つ能勢新の看板の看板市川の発展に関わった人達 
　市川の発展と深く関わっているのが、田中喜兵衛という人です。この人は昔、

市川町一丁目に釜屋醤油という醤油の醸造工場を構えていました。1876 年に

初代局長を田中喜兵衛として工場敷地内に市川郵便局を開設しました。しかし、

1945 年に現在の市川郵便局の場所に移転することとなりました。

　山崎製パンの発祥の地もここ市川で、飯島藤十郎氏が 1948 年に山崎製パン

所という名称で開業しました。当時はパンを購入するほかに、配給品であっ

た小麦粉とパンの交換も行っていました。そして釜屋醤油の醸造工場跡地は、

1955 年に山崎製パンの市川第二工場として稼働を始めることとなりました。

しかし、1966 年に松戸工場が稼働し始めましたので市川第二工場は封鎖され

ることになりました。

　その後、しばらくの間何も建つことはありませんでしたが、現在山崎製パン

の中央研究所にするべく、新たに建設を進めています。

　かつて市川は、東京から佐倉・成田山への交通

の要点でした。現在も私たちが交通の中心として

いる千葉街道・松戸街道ですが、昔はこの道に沿っ

て郵便の起点や中継点、旅行者の宿泊所や休憩所

などが置かれていました。

　1905 年頃の市川町一丁目は、現在でいうとこ

ろの市川町三丁目でした。当時の三丁目には、百

軒近くの店が立ち並んでおり、市川の中心地とし

てたいへん栄えていました。

　1935 年頃の市川周辺には、市川橋の手前に市

川館、三本松の正面には三松館、東側の新田には

松竹館と三館の映画館がありました。これらの映

画館はそれぞれ別のものを上映していましたが、

なかでも市川館は小さな映画館ながら、午後８時

を過ぎると割引をしたため多くの利用者がいたそ

うです（写真右奥の建物）。

　現在も残っている当時の名残としては、三丁目

の能勢新と書いてある広告看板があります。能勢

新は龍泉院近くの老舗の宿屋でしたが、2000 年に廃

業となってしまいました。

変わり行く市川

旅館能勢新　萩原法子氏　提供

市川館　萩原法子氏　提供
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三業の発展

　三業とは料理屋・待合茶屋・芸妓置屋のことを指し、三業地は、花街とも称される繁

華街で料理屋や待合茶屋、貸席、芸妓置屋、見番で構成されていました。市川市にあっ

た三業組合には、国府台の市川三業組合（国府台三業組合）と真間組合、中山三業組合

の 3 つがありました。市川三業組合の創立は 1921（大正 10）年頃で、他の２つよりも

早い時期につくられています。真間三業組合は 1927 年の創立で、17 軒の置屋と 12 軒

の料理旅館が加入していました。松井天山の市川町鳥瞰図には一柳、鴻月、鈴むらなど

何軒かが描かれています。下の写真は真間浮嶋弁天財境内に今も残る「名妓の碑」で、

市川の花柳界を支えてきた名妓たちに思いを馳せ、沈滞気味な花柳界にスポットを当て

て、妓芸を通じて地方文化の発展につなげたいとの趣旨で建立されたものです。

　蓜島正次氏らが世話人となり建立を呼びかけ、30 人からの有志により妓芸の神にゆか

りの浮嶋弁財天の敷地内に 1986（昭和 60）年 4 月 13 日に建立されました。除幕式は

亀井院住職兼浮嶋弁天財主管の読経、関係者・芸妓約 20 名参列の下におこなわれました。

国府台女子学院院長平田博永氏が碑文を撰し、料亭栃木屋女将で書家でもある鈴木アイ

子さんが揮毫しました。碑には 24 名の芸妓の名も連ねられています。

「名妓之碑」碑文の内容

「にほどりの葛飾野ハ／万葉の昔美女

手児名を生めり／その元にしありてか

古来市川の地ニ／いく多の名妓妍を競

い／伎藝神ニ入りて浮世の塵にまみれ

む／われらを志ばし忘我の境ニいざな

ひ／このこころ纒綿として桃源の於も

ひあらしむ／よりてここに石文を刻ミ

／追憶のよすがとなさむ」
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軍隊跡地の利用

過去の千葉商科大学写真

現在の千葉商科大学写真

国府台駐屯地写真

巣鴨経済専門学校の写真

　現在の千葉商科大学付近に、昔は軍隊がありま

した。

　国府台へ陸軍教導団の移転が決定したことに

よって、多くの陸軍関係者が駐在するようになり、

その結果根本と呼ばれていた地域は市川町で最も

早く栄えた地域となりました。1899 年には陸軍教

導団が廃止になり、新たに野戦砲兵第 16 連隊が創

設されました。同時に連隊本部と第一大隊の本部

及び 4 中隊が駐屯することとなりましたが、1901

年には 6 中隊編成となりました。1907 年に編成

改正が行われると、野戦砲兵第 2 旅団の隷属部隊

が、第 1 連隊、第 16 連隊、第 17 連隊、第 18 連

隊から、第 1 連隊、第 15 連隊、第 16 連隊へと再

編成されました。1908 年 9 月、第 15 連隊が国府

台へ移駐すことになりました。更に 1919（大正 8）

年になると、第 14 連隊が世田谷から移駐され、野

戦砲兵第 2 旅団司令部も国府台に置かれるように

なりました。時期は不明ですが、野戦砲兵第２旅

団司令部が設置された後、一時的に野戦砲兵第１

軍隊と第 17 連隊が駐屯していたこともあったよ

うです。いずれも他へ移転しているため、国府台

に常駐していたのは、第 14 連隊と第 15 連隊、第

16 連隊の３連隊でした。それにより、商店の需要

を増大させ、賑わっていました。

　また、野戦重砲兵第 17 連隊があった場所には戦

後巣鴨経済専門学校や日本医科大学・国府台県営

住宅が払い下げられ、巣鴨経済専門学校を前身と

する千葉商科大学が作られました。

　校門を見てみるとあまり変化はないように見え

ますが、校地を拡大したことによって、新たな建

物が増えたり、学部の数も増えていきました。

  それらの積み重ねによって、現在の千葉商科大学

が誕生しました。
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 先述のように、規模は変わりつつも、軍隊が引き続いて駐屯していたため、商店の需要を

増大させ、その利益を潤わせていきました。栄えたお店などとして、ナガサキヤ呉服店、

黒川クリーニング商会、御菓子司望月など数多くの店が挙げられます。

  ナガサキヤ呉服店は、1931 年経営を開始し、開業を始めたのが 1951 年で戦後中には、

市川真間へ疎開していきました。戦前は兵役に 2 年間取られた者が戻ってくる際、「現役帰

還」と刺繍した手拭いを 近隣の人々へ配ったため、1 件あたり 100 本という発注があった

そうです。

　黒川クリーニング商会は京成国府台駅近くに店を構えて、3 代目店主である黒川篤正氏に

よって経営され、4 代目に引き継がれています。黒川氏の祖父によって最初は東京市麻布に

て開業し、麻布に駐屯していた連隊の御用商人となります。連隊が国府台に移駐すると共に、

店舗も国府台に移転させました。移転当時は江戸川に近い場所に店を構えており、洗濯は

江戸川でしていたそうです。

　御菓子司望月は 1929 年創業で、現店主大塚洋一氏の父親が始めたものです。和洋の寮

が近くにあったため、常盤湯で風呂に入った女子学生がよく買って帰っていったそうで、

当時は市川で１、２を争うほどの繁盛振りだったといいます。

軍隊と共にかつて栄えた近隣商店街の状況

現在の黒川クリーニング商会                         　　 現在の御菓子司　望月

目移りするほど種類の多いお菓子たち
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市川を愛する長老

私たちの住む地域では秋谷庄一さんほど自治会長を続けていた方はいないんで

すけど、どうして、自治会長を続けようと思ったんですか？

元々は、親父の影響なんです。親父は自治会長初代で、私が４代目なんですけど、

親父が消防団をやっていた昭和 26 年頃に「町の人たちと市川市の情勢との中間の立

場に入って食事会を行った方が良いのではないか」と相談を受けたんです。そこで、

やはり市と行政のパイプ役として市民と地元民のためにお手伝いしたらいいんじゃな

いかと話をしたんです。それが、自治会長を始めたきっかけです。

そのような経験があると、親の見方も変わってきますね。私たちは今、この平和な

時を過ごしていますが、秋谷さんは戦時の頃からこの世にいて変わった部分が多いと

思います。私たち学生や、その親も、秋谷さんの世代のお話はなかなか聞ける機会が

ないと思いますので、何か変わった話がありえたらを教えてください。

仲良くなるきっかけというか、親父のことは大切に思ってます。私たちの時代は

戦争がありましたからね。昭和 20 年の 6 月 21 日に召集令状が来て国府台の聯
れんたい

隊に

入ったんだよ。茨城の方まで行って訓練を受けてたらしいんだけど、2 ヶ月後の８月

21 日に召集が解除されて帰ってきたんだ。

お父さんから相談を受けるなんて仲がいいですね。過去に仲良くなるきっかけ

などはあったのですか？

～自治会長 38 年秋谷庄一さんの軌跡を辿る～

秋谷 庄一さん

学生

学生

学生

秋谷

秋谷
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秋谷

学生

あの時代は上下関係が厳しかったかな。今では体罰なんてもってのほかだ

けど、私がやっていた剣道は殴られたり、蹴られたりしても反抗できなかったからね。

今とは違って厳しく躾されてるよ。

違うスポーツですからね。戦争によって変わるのは政治経済、人とのつなが

り以外にも関わってきますからね。学校での生活はやはり、楽しいよりも辛い思い出

の方が強いですか？

今では、体罰は御法度ですから、部活動もゆるくなってきたので、人の態度も

同じように変わってきますよね。

そうだね。楽しいよりも厳しかったね。上級生たちが怖くてね。ホックが外れ

ているとビンタされるし、みんなで整列して先生をお出迎えしないといけないから、

いまの学生生活とは比べ物にならないくらい。それと、行きと帰りでカバンのかけ方

を変えないといけないんだ。一人だけ逆のかけ方していると目立つんだよ。それほど

厳しかったね。それに、あの頃は親父が経営している畳屋をやりながら学校に通って

いたからね。

私は剣道が好きだったから、大学でも剣道を続けたかった。でも、剣道か

らフェンシングに変わっちゃってね。だから、フェンシングはやらなかった。終戦に

なったら剣道なんてできないだろうと思ったからね。そしたら、大学側が剣道からフェ

ンシングに切り替えちゃって、戦争があったから剣道からフェンシングに切り替えた

と思う。

それが本当数十年前の日本の姿ですもんね。学校に行くだけで大変そうですね。

昔の市川ってどういう場所だったのですか？

今では木造の橋はあまり見かけないですね。この辺は交通が便利で住みやすい

のですが、昔も国府台付近は交通の中心だったのですか？

おぼろげに覚えていることが京成電車の橋のところに木造の橋があったよ。

コンクリートじゃないから古くなって穴だらけになってしまってね。危なかったし、

東京に行くための交通網だったから新しくしたんだ。

国府台を利用している身としては少し活気が欲しいです ( 笑 )。自治会長に就任

してやはり辛い出来事ってあるんじゃないですか？

そうだね。江戸川に駅があって京成の駅の周辺はあまり栄えない。最近

ではあまり行かないけど昔は栄えなかった。今でも変わってないと思うな。この辺

でも、祭りごとや神輿を担いだりはしているけどね。中々若い子達が集まってこな

いのが、少し問題なんだ。若い子達の興味が薄れてきているよ。

学生

学生

学生

学生

秋谷

秋谷

秋谷

秋谷



秋谷

町会で出している。もう 500 冊近く出しているかな。始まりは２代目からでね。自

治会自体も結構長くてね。これだけ続いている自治会はおそらくないと思う。初代は

終戦直後だから昭和 20 年。消防団の団長をやりながら自治会長をやっていて、その

仲間や親父がやめて 16 年間やっていた。2 代目は 8 年間。3 代目は 2 年間。私が 38

年間やっていたからもう 60 年近くやっているね。

自然の力はすごいですね。月報は自治会で作成しているんですか？

そうだね。38 年間会長をしていたことが、もう誇りだね。会長自体は選挙で決め

るんだ。みんなから票をもらって、それで私が会長をすることになったんだ。

そうですよね。おかしなことを聞いてしまった気持ちです ( 笑 )。では、今まで続け

ていたことは誇りに思いますか？

職業じゃないから、やっててよかったってよりも損得考えずやっている。でないと

やっていけない。少しでも為になればという気持ちがないと出来ないね。

歴代の中で圧倒的に長いですね。どうして、続けていけたのですか？

9
学生

みんなから選ばれたんですね。それが続くなんてすごいです。それも、お父さんに

続いてって感じですもんね。

そんな機会は人生で 1 度あるかないかですよ。

そうなんだ。わたしはね、長年の活動が認められて文化の日に天皇陛下と握手した

ことがあってね。旭日単光章の叙勲の時に足を痛めていて、その場で車椅子に腰掛け

ていたんだ。そしてら天皇陛下がおもむろにこちらに歩いてきて「お大事にしてくだ

さいね」と一言いただいて「ありがとうございます」の一言しか言えなかったけどよ

かった。一緒に来ていた方も「よかったね」と羨ましがられたよ。

そうなんですね。俺の曾祖母は 100 歳超えて当時の総理大臣の小泉さんから賞状を

いただいたんですよ。秋谷さんも賞状もらえるといいですね。

自治会を長い間やっていて、街のため住民のためになればいいと思ったから続けら

れたんだよ。他にも百歳会ってのがあるんだよ。親父が会長やっている時に、老人会

の名称も「百歳になるんだ！」と「百歳を目的にしよう！」ということで会を辞める

のは百歳って決めたのが百歳会。

学生

学生

学生

学生

学生

秋谷

秋谷

秋谷

秋谷

秋谷
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本当一つ一つの行動がどう響くかわからないですね。人生の節目って言うんでしょ

うか、今年で新しい方が会長に任命されて、何か期待ってありますか？

それも課長が車椅子を借りてきてくれたことや車椅子を押してくれたから、このよ

うなチャンスに巡り会えたんだ。だから、何が得するのか何が幸いするかはわからな

い。人生わからないものだよ。本当に運が良かったなって思ったよ。

今回秋谷さんにインタビューをして感じたことは今と昔ではぜんぜん環境が違うことがわかり市川のこと

をすごく想っているとても立派な方でした。 そして市川市をよくしていくためにとても苦労をした人だとわ

かりました。 市川の自治会長を引退してもなお市川市の安全に力を入れていることがとてもすごいと思

いました。 この想いが代々続いて欲しいと思います。 引き続き市川細見記をご覧ください。

何度か部分的には直してはいるな。平成 2 年に私が会長の時に町内在住の人に寄付

をお願いして、屋根瓦が古いから直したな。その 2 年後に神様を祀ってあるご神殿の

瓦を直したな。今は 80 年だともう建物自体にガタがきている感じる。最初の年はヤマザ

キ製パンから 1000 万。前からお世話になっているのにも関わらず頂いた。そこがヤマザキ

さんの発祥の地だからね。昔からの仲だね。

老朽化ってことですね。今までに修理をしたことはないのですか？

今現在、大変な問題があって、昭和暮れに建った自治会館がもう 80 年になるから建

て替えないといけないな。それに、市川市も市庁舎も建て替えなくちゃいけねぇって

話があってね。

そうでしたか ( 笑 )。そんなヤマザキさんに感謝ですね。ちなみに自治会のメンバー

は何人ほどいますか？

そうですよね。今では家の中での遊びが充実してますからね。長い時間過ごしてい

た秋谷さんならではのお話ありがとうございました。貴重なお話をいただきました。

子ども会と青年会をしていたね。子ども会は、みんなで芋掘りや潮干狩りをしたよ。

昔は娯楽なんてなかったからね。

本当に自治会長お疲れ様です。自治会役員の前は何かやっていたのですか？学生

学生

学生

学生

学生

秋谷

秋谷

秋谷

秋谷

はじめは 50 人近くいたんだけど、今では 30 人くらいだね。若い子達が入ってこ

ないんだよ。今では娯楽が多くてね。昔は娯楽なんてなかったからみんながやってい

たよ。私だって昭和 52 年から始めて今年になってやっと解放されたんだよ ( 笑 )。い

つでも真剣勝負だからね。

秋谷

秋谷さんにインタビューして
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武内宿禰について

県道１号線の松戸街道に面して春日神社という

神社があります、春日神社は天児屋根尊を祭神

として 1654 年（承応 3 年）に建立された由緒

ある神社です。春日神社の鳥居は市川関所跡の

丁度向かいにあたります。現在は住宅に挟まれ

あまり目立たない神社ですが、そこには非常に

立派な武内宿禰の山車人形があります。武内宿

禰は天皇家の曾孫、皇族の身分で景行・成務・

仲哀・応神、仁徳の 5 代の天皇に 244 年も仕え、

大和朝廷の最初の大臣として活躍した伝説上の

人物で、霊媒者としての能力も持っていたとさ

れています。市川春日神社の武内宿禰人形は明

治 28 年製作で、右手に潮の満ち干を左右する

霊力のある珠を持ち、左手には太刀を持ってい

ます。120 年も経るので太刀の傷みはかなりあ

春日神社の武
たけの

内
うちの

宿
す く

禰
ね

人形

～修復完了が待ち遠しい！～

りますが立派な武具を表す正平 6 年 6 月という字が見えます。他にも古くから市川白幡天

神社には武内宿禰の「くかたち」という古代の神判法が起源となっている、湯の花神事も

あります。戦前の教科書でも教材とされていて、明治 22 年から昭和 20 年までで 5 回も

紙幣の肖像画として武内宿禰が使用されていました。

櫓を建てていた頃の山車人形（昭和 53 年）
萩原法子氏提供

改造一円券
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武内宿禰と神功皇后

武内宿禰が鎧をまとった勇壮な姿で赤ちゃんを抱

き、傍らに武装した神功皇后が描かれている絵や幟、

人形が見られ、特にこの絵馬は安産祈願として全国

に多いです。市川市の八幡・葛飾八幡神社や稲荷木

の神后社にも奉納されています。この絵馬が安産祈

願とされたのは 12 代景行天皇の時代に日本武尊に

よって平定された九州熊襲が、再び謀反を企てたた

め仲哀天皇が征伐に行ったが戦死したため、夫・仲

市川三丁目春日神社にある武内宿禰の山車人形は 120 年という年月の経過により損傷が甚

大になっているので現在この山車人形は人形修復師の方に修復してもらっています。修復に

より人形は文化史・染織技術史・彫金・彫刻技術史からみて重要な文化財であることがわか

りました。またこの人形は、首の焼印から著名な江戸人形師である横山朝之により作られた

ものだと 3 年前に判明しました。横山朝之の作品は関東で 5 体しか残っておらず貴重なも

ので、佐倉市では市指定有形文化財になっています。江戸末期から明治にかけての名工と語

られてきた横山朝之の作品がなぜ市川にあるのかは不明ですが、江戸期に舟運で栄えたこと

で巨万の富を蓄えた豪商が横山朝之に発注したのではないかという説が有力と言われていま

す。ボディーは基礎になっている竹が劣化して腰の辺りなどが潰れてしまっています。これ

は竹を組んで縦横の交わった所を全て麻糸で結びその上に和紙を何枚か張り重ね、柿渋を何

重かに塗って作られていました。古い部材を生かしながら元の形に修復しています。衣装の

狩衣は豪華なものですが、傷みがひどいので、京都西陣で以前の雲鶴模様の型を取り織り上

げた生地を縫製しています。烏帽子は、和紙の上に金箔を凹凸の図柄に貼り重ねて太陽の光

で輝くように、また巡航の際に頭と擦り合って金箔が傷付かないように僅かに浮き上がらせ

る工夫が見られました。しかし、その部品が壊れて金箔が剥がれてしまっています。修復

山車人形の今

の際は素材の竹、麻紐、和紙全てが指定された生産地の

ものを使い、何百年も使用できるものを製作して下さっ

ているそうです。この修復された人形は 2015 年 10 月

17 日 18 日の市川街回遊展で展示される予定です。

哀天皇に代わって臨月にも拘らず神功皇后が三韓遠征・新羅征伐に武内宿禰と共に出陣し、

めでたく凱旋してのち無事出産したといいます。武内宿禰が抱く赤子が皇子・応神天皇です。

首にあった「横山」の焼印→

稲荷木の神后社の絵馬
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市川の神社

春日神社
春日神社の創建年代は不詳ですが、

承応３年（1654) に再建されたと

言われています。祭神である天児

屋根命は日本神話に登場する神と

言われています。この春日神社に

は明治 28 年に作られた市内唯一

の武内宿禰の等身大人形が置かれ

ています。この人形は毎年 10 月

19 日に行われているお祭りで飾ら

れます。武内宿禰人形について詳

しく記載した別ページがあるので、

ご覧になってみてください。

お祭りで使うお神輿はこの春日神社の倉庫の中に仕

舞われています。国府台駅近くを通ったり、お祭り

の時などにぜひこの春日神社に訪れてみてはいかが

でしょうか。
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創建は不詳ですが天正時代作とも伝え

られる御神鏡も奉られる古社です。村の

繁栄を願う夫婦神である夫の面足尊と

妻の惶根尊を祀っている神社です。現

在の社殿は天保７年に上棟されたもの

で、龍の彫刻が見事です。市内でも古

いとされている神輿が担がれており、そ

の神輿は二天棒という左右のバランス

を保つ横棒がない珍しい形の神輿です。

戊辰戦争時には、その戦火から神輿を

守るため、江戸川に沈めて奉護したと

も伝えられています。

創建は詳らかではないですが、安政 5 年

2 月銘の木札、明治 31 年 5 月奉納の御

鏡、明治 33 年 11 月建立の鳥居を残す

社であり、現在の社殿は昭和 10 年に建

立されたものです。稲荷神は豊かに穀物

が実ることを祈る五穀豊穣の守護神です

が、現在では産業全般の神として信仰を

集めています。稲荷神社の御祭神は宇迦

之御魂大神で、天照大神の食事を司る女

神と伝えられています。かつては映画館

の市川館、釜屋醤油、旅館能勢新などが

ある市川中心部に近く、篤い尊崇を集め

ていました。

稲荷神社

胡録神社



伝統を巡る旅

宗派：真言宗豊山派

創立：引安２年（1279）　

住所：市川 2-13-16（京成国府台駅か

ら徒歩 6 分）

東観音霊場第二十番、東葛飾大師霊場

第一番札所である観音寺は、鎌倉時代

の弘安 2 年開創の古刹です。境内には

永禄 3 年の国府台合戦で戦った里見義

弘の愛馬の供養碑を祀った駒堂があり

ます。他に筆子中が建てた小日向東水

の墓もあります。戊辰戦争の折、本堂

を焼失し、現本堂は昭和 36 年に改築さ

れたものです。

観音寺

宗派：日蓮宗

創立：天正元年頃

住所：市川 2-18-10（京成国府台駅

から徒歩 5 分）

三院家の一つで、池上・芳師法縁です。

もとは龍泉坊とも称しており、嘉永 4

年に堂宇を焼失し同年再建していま

す。5 枚の板碑があり貴重な資料とし

て保管してあります。板碑は、主に

供養塔として使われる石碑の一種で

す。

龍泉院

～寺院～

15
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宗派：日蓮宗

創立：正和 3 年（1314）

住所：市川 3-12-2（京成国府台駅から徒歩 3 分）

弘法寺仮院と称し三院家の一つです。はじめ、

天台宗浅草寺の末寺東光山千福寺と称していま

したが、正和 3 年頃に日頂により改宗、寺号も

改称しました。大きく立派な本堂があり、改修

してから 50 年も経ちますが、最近作ったかの

ように綺麗です。

宗派：真言宗豊山派

創立：永正 2 年（1505）

住所：市川 2-24-3（京成国府台駅から徒歩

8 分）

阿弥陀三尊像を本尊としており、他に不動

明王像なども存している。山門をくぐると

正面に本堂があり、駐車場横に『興教大師

八百五十年御遠忌記念』の観音像がありま

す。 明 治 11 年（1877） の 火 災 に 遭 っ て

からは、無住の状態でしたが、昭和 11 年

（1936）に新築中興し、現在に至っています。

宗派：日蓮宗

創立：文永十一年（1324 頃）

住所：市川 3-14-13（京成国府台駅から徒歩 5 分）

三院家の一つです。文永十一年頃に日念上人に

より創建されました。永らく、真間山弘法寺末

の院家の職にある由緒のある寺です。創建以来

690 余年続く法灯は 41 人の上人により受け継

がれています。

玄授院

極楽寺

安国院

16
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水と共に生きる街
根本水神宮

　水は生活において最も重要な資源。

ときには日照りや大雨の脅威に悩まさ

れていて、私たちの生活を常に支えて

きた存在です。水資源に恵まれた市川

では各地に水神さまが祀られています

が、今も祭礼が行われるのはほんのわ

ずかです。その内の一つ、江戸川の水

門近くに築かれた根本の水神宮では、

毎年 7 月 1 日に祭礼が行われていま

す。外部から神主を招き、川に塩と御

神酒を撒くことにより、水を清めて

いきます。祠には、地のもの ( 野菜 )、

海のもの ( 塩、海藻 )、山のもの ( 果物 )、

木のもの ( 枝、小笠木 ) と自然を代表

するものに加え、お神酒と水が供えら

れます。

　中央に祀られた水神の小祠が宝暦 3

年の紀年銘を持つことから 250 年以上

も続いているこの祭礼は、先人の想

いを受け継いだ自治会の人が中心と

なって行われ、参拝には地元の住民

のみならず、遠方から来る方もいらっ

しゃるほど親しまれています。

　以前この地では、船を使い川を行き来して物を

運ぶ「船頭」たちがいたこと、農業が盛んであっ

たことから、海上安全と五穀豊穣を願い、水資源

に対する感謝の意を表します。

船頭たち
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市川の水神と龍神

★：水神

★：龍神

　水神・竜神は水に関する神としてまつられています。市川市内では特に低地に多いことか

ら洪水・水難除けとして人々に信仰されています。台地部にも点在しており、台地上は水に

乏しいことから、水源地と深く関係していると考えられます。また、龍神は市の西部に多い

ことが分かります。市川市は、中山法華経寺や真間山弘法寺など日蓮宗の本山があるため、

末寺を含めて、他地域に比べ日蓮宗寺院が多くあります。日蓮宗では龍神信仰が盛んなため、

市西部では龍神が多く祀られています。一方、水神が多いのは、市川や本行徳など江戸時代

からの人口密集地で、日蓮宗以外の寺院も多い地域です。こうした人口密集地では、様々な

信仰を持った人たちが集まっていたと考えられ、龍神ではなく、より一般的な水神が祀られ

ていたと考えられます。現在市川市内で、水神祭がある程度の規模で継続的に行われている

のは、湊新田と市川根本だけとなっています。市川市の地形や自然と人々の信仰を結びつけ

る地域の文化遺産としてずっと残していきたいですね。

市川市内の水神と龍神の分布

市立市川歴史博物館『市川市の石造物』から作成
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市川教会

真間山の緑と江戸川から穏やかに流れる真間川沿いにたたずむ日本福音ルーテル市川教会は、

この土地の人々の身近な風景となっています。この教会は昭和 22 年（1947）、現位置からす

ぐ北の国府台の地にあった、宣教師エーネ・パウラス女史の自邸で礼拝が開始されたことに始

まります。同年、陸軍砲兵隊兵舎の払い下げを受けて保育園に転用し、そこで礼拝が行われる

ようになりました。その後、現位置に移転し、昭和 30 年（1955）に、この白亜の教会堂が

新たに建設されました。

ルーテル教会とは

1517年にマルティン・ルターの宗教改革により「聖書のみ、恵のみ、信仰のみ」と、ローマ、

カトリック教会に対し、 正しい福音信仰に立ち戻る事を訴えてドイツで誕生したルーテル

教会は、ドイツだけでなく北欧・アメリカにも広がり、全世界に存在するようになりました。

「ルーテル」 という日本語名は、 マルティン ・ ルターのドイツ語読みに由来しています。

住所：市川市市川 4-288-14　　　　　

℡：０４７－３７３－１００３　

京成本線・国府台駅～徒歩 5 分、

ＪＲ総武線・市川駅～徒歩15 分

～日本福音ルーテル市川教会会堂～

名建築の扉を
　　　開いてみよう
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教会堂

教会堂は、著名な建築家の W.M. ヴォーリズの最晩年の作で、比較的質素な建築材料から造ら

れていますが、形づくられた空間はたいへん豊かです。外部は今までに何度か改修されている

ものの、堂内についてはほとんど当初からのままで継承されており、隅々まで日々の手入れが

ゆき届いています。壁のペンキ塗が信者たち自身により行われるなど、今でも建物の維持管理

に関わっています。これからも年月をともにしてきた場所で礼拝を続けたく願い、次世代に健

全な状態で建物を手渡せるよう活動しています。

礼拝堂と 4 階建ての鐘楼から構成されているスパニッシュ様式の建築空間を有する木造の教

会です。平成 23 年 10 月から平成 24 年 10 月の間、修理工事が行われ、地震に強く、より

美しい姿となってよみがえりました。地域に開かれた教会として知られている市川教会では、

定期的に音楽コンサートなどが開催されており、一般の方も鑑賞ができます。また、最大で

120 人が収容できる会堂では結婚式をはじめ冠婚葬祭なども依頼できます。

 
W.M. ヴォーリズ
　1880 年 10 月 28 日 ― 1964 年 5 月 7 日

日本で数多くの西洋建築を手懸けた建築家である。キリスト

教伝道のために 1905( 明治 38) 年に来日した彼は、全国で協

会や学校、ホテルなど 1600 件にのぼる建物を設計しました。

その活動分野は幅広く、メンタームで有名な近江兄弟社の設

立など、建築から医療、教育、社会事業までおよびました。
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献金

献金とは、神様に何か願い事を叶えていただく

ために払うお金ではなく、入会金やメッセージ

を聴くための聴講料でもありません。献金は神

様への感謝の印であり、信仰の告白として捧げ

ます。 教会の献金は、個人の財産を増やしたり、

その他の営利目的で使われるのではなく、神様

の愛と救いを伝えるため、教会の活動や維持、

人々への助けのために用いられます。礼拝の中

で献金を捧げます。

聖書台と説教台

聖書台とは、聖堂内にある聖書を読むための台で、

ローマのサン・クレメンテ聖書台のように初めはア

ンボ ( 説教壇 ) の一部をなしていましたが，中世後期

にいたって移動できる書見台としてアンボから独立

しました。説教台とは、教会で聖書のメッセージを

語るときに使う台で、聖書やその他のものを置くの

に使います。ヨーロッパの古い礼拝堂などでは、螺

旋階段で昇り、中 2 階ぐらいの位置に置かれていま

す。現代では、できるだけ簡素に、できるだけ聴衆

に近づき、話しやすく、聞きやすいことが求められ

ており、説教は会衆に向かって語られるものであり、

神の言葉であると言われています。

～教会堂で見つけたものあれこれ～
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聖卓

聖卓はローマの時代、キリスト教が迫害され地下の墓場に集まり聖卓の代わりとして棺を使

い、食事やお祈りをしたのが始まりです。この聖卓に刻んである文字はギリシャ語で “ 魚 ” を

意味する言葉ですが、「イエス」「キリスト」「神」「子」「救い主」の頭文字をつないだ言葉です。

洗盤

洗礼はいろいろな形があり一番初めは川に全

身を浸し、洗礼を行っていました。教会によっ

てはプールがあって洗礼式のときはそこで全

身をつかることもあります。初期の洗礼の名残

です。いまだ川に行って洗礼をする集団もあり

ます。また、全身を浸す全浸礼のほかに、聖な

る水によって全身をぬらさなくても清められ

る滴礼という方法があります。滴礼は、洗礼盤

という入れ物の中に入った水をすくい額につ

けます。この日本福音ルーテル市川教会では、

滴礼で洗礼を行っています。

防空壕

このルーテル市川教会がこの土地に移る

前は、軍の将校の家があり、そのため地

下に防空壕がつくられていました。この

あたり一帯はかつて湿地帯であったため

今では水浸しになり中に入ることができ

ませんが、奥には部屋があります。国府

台周辺で残る防空壕はここだけになって

しまったかもしれません。
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市川の石造物

庚申塔（大黒天と三猿）

　この庚申塔には大黒様と仏教的な色合いの和歌が彫られており、大黒様の下には「金」

という字が書かれ、その周りに三猿が円になっています。両側面は道標になっていて、

近隣寺院が紹介されています。庚申塔は庚申講の人々が立てた碑です。庚申信仰とは、

人間の体内にいる三尸（サンシ）が人間の早死にを望んで庚申日の夜に人が寝ると体内

から抜け出して天帝にその人の罪過を告げると言われており、この庚申にあたる日に眠

らないで夜を過ごすのが庚申講で、江戸時代に盛んに行なわれました。もともとこの碑

は現在の市川公民館角にあったもので、文化 3 年（1806）に描かれた『水戸佐倉道分

間延絵図』には、その場所に庚申塔の絵が描かれています。手児奈霊神堂には、根本　

願主澤田嘉右衛門と記された寺号碑があることから、この碑も寛政 7 年ごろの建立と考

えられます。また、この場所は毘沙門天河岸のあったところで、その河岸にあった沢田

氏宅は船頭の親方である船差（フナサシ）をしていて、かつて蒸気船の通運丸の発着場

がありました。
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　市川広小路近くの松戸街道に面して、か

つて釜屋醤油工場がありました。醤油業

を営む田中喜兵衛は資産家であったので、

郵便業や電信、電話業なども兼業してお

り、旧市川郵便局も併設していました。

そのことから現在では、石碑「市川電信

電話創業の地」が残されています。また、

釜屋醤油工場の名残として、かつてはレ

ンガ造りの壁の一部がありました。

　明治 10 年に西南戦争（1877 年）が勃発し、この戦争に東京大相撲協会の 12 代

目年寄、玉垣額之助と 58 名の力士達が政府軍として召集され、熊本にて参戦しま

した。その際一人の負傷者も出さずに帰還したと伝えられ、それは清正公堂の霊験

の賜物であると信じ、玉垣の屋敷があった東京の本所に記念碑を作ったとされてい

ます。この清正公堂は人気を集めましたが管理が手薄になったことから地主の宮崎

七之助がこれを深く憂慮し移転先を探しました。これを聞きつけた当院住職が「清

正公堂を安国院にお迎えする事は当院の法悦である」とこれを承り、山路卯之助等

の協賛協力のもと翌大正 8 年 5 月 24 日竣工、遷座祭を挙行し今日に至っています。

24

安国院の清正堂記念碑

市川電信電話創業の地碑
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江戸川
 江戸川花火大会は、江戸川河川敷を

舞台に、1976 年より毎年 8 月第一土

曜日に行われる花火大会です。8 つの

テーマで構成され、音楽に合わせなが

ら、国内最大級の約 1 万 4000 発を打

ち上げます。2009 年には合計人手人

数が 139 万人を記録し、花火大会の

観客動員数としては日本一となりまし

た。

 時期によってさまざまな色の花を咲かせる江戸川ではおもにアカツメクサ・タンポポ・ハ

ルジオン・彼岸花などが緑とともに江戸川を彩っています。タンポポは市川市が行ってい

る市民ボランティアによる「身近な生き物のマップづくり」の指定生物のひとつとなって

います。江戸川から見る風景を楽しむだけでなく、足元に咲く花を楽しみながら散歩する

のもぜひおススメです。

アカツメクサ ハルジオン

彼岸花 タンポポ

開
花
時
期
は
９
月
中
旬
頃
で

「
独
立
」、「
情
熱
」

開
花
時
期
は
４
月
～
７
月
で

花
言
葉
は
「
追
想
の
愛
」

開
花
時
期
は
３
月
～
１
０
月

で
花
言
葉
は
「
真
実
の
愛
」

開
花
時
期
は
４
月
～
７
月
で

花
言
葉
は
「
勤
勉
」、「
実
直
」

～次世代に伝えたい～

市川の景観
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ガーデニングシティいちかわ

 写真の場所は国府台駅から 10 分ほ

ど歩いた所にある国道 14 号線の中

央分離帯の花壇です。薔薇は市の花

になっていて、写真の薔薇の開花時

期は５月～６月の間です。花言葉は

薔薇の「色」によって異なり、写真

のピンク色のものは「しとやか」の

意味があります。

 国府台駅から徒歩２、３分の場所に位置する国府（こくふ）神社は日本武尊（やま

とたけるのみこと）を祭神として日本武尊に関する言い伝えがあり、その言い伝えに

出てくるコウノトリの「嘴」を御神体としています。写真は雨が上がった時に撮影し

たものですが、晴天時よりも神秘的でおすすめです。インターネット情報ではパワー

スポットだとも言われているので是非参拝してみてください。
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変わりゆく市川

そんな山崎製パンは現在、市川広小路近くの松戸街道に面した元工場跡地に中央研究所

兼研修所を建設中です。そこで、山崎製パン株式会社の広報の方に創業の歴史や市川へ

の思い入れ、また現在建設中の中央研究所等についてお話をお伺いしました。

Q １山崎製パンは市川市国府台が発祥だと伺いましたが、創業の経緯をお聞かせくださ

い。

A1　戦後、小麦粉が配給制の時代の昭和 23 年 3 月、創業者飯島藤十郎社主により「山

崎製パン所」を開業し、パンの委託加工を開始しました。「粉と引き換えに温かいパン

をさしあげます」の看板を掲げ大盛況となりました。 同年６月山崎製パン株式会社を

資本金 100 万円で設立しました。実は「山崎」は、創業者飯島藤十郎社主の妹の嫁ぎ

先の姓です。創業者の飯島藤十郎社主は別の組合で製パンの仕事に携わっていたため、

飯島名義では開業許可が下りず、妹の嫁ぎ先の姓でスタートしたことが始まりです。

Q2 新しく中央研究所を建設中ですがどのような用途、活動をなされるのでしょうか？

A2　21 世紀のヤマザキの前進基地として、当社の食品安全衛生体制を基盤とした最新

鋭の設備を備えた「中央研究所」を建設し、技術革新の為の研究開発の拠点としての活

動や、当社グループの技術やノウハウ習得の為に「研修所」および「宿泊施設」を併設

します。また創業者の功績を称え、その功績を後世に伝え、21 世紀のヤマザキの発展、

地域社会の文化の向上に広く貢献することを使命とした「飯島藤十郎社主記念ホール

( 仮称 )」を建設します。 そして会社の諸業務以外に、パン業界・食品産業に関連する団体、

学会等の会合や、地域社会の文化事業にも活用していただきます。

建設中の 「ヤマザキパン中央研究所兼研修所並びに

飯島藤十郎記念ホール」 について突撃取材

山崎製パン株式会社はランチパックや北海道チーズ蒸しケーキなど様々な人気商品を世

に送り出し、人々に愛されているメーカーです。

北海道チーズ蒸しケーキ ランチパック　ピーナッツ
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Q3　企業博物館やショールームなど一般に公開されるエリア等はありますか？

A3　一般の公開はいたしませんが、先ほど述べた、「飯島藤十郎社主ホール（仮称）」

などの施設の使用については申し込み認可制とする予定です。

Q4　創業の地「市川市」に対する想いなどございましたらお聞かせください。

A4　創業の地で創業の精神に立ち返り、ヤマザキの更なる前進を期すると共に、地域

社会への貢献を目差して参ります。

中央研究所の完成予想図

山崎製パン様からいただいた中央研究所の完成予想図はとても近未来的でクリーンな

印象を受けました。山崎製パンの重要な施設が私たちの身近な場所にできると聞いて

完成が待ち遠しいです。創業 67 年の歴史を誇る山崎製パン。中央研究所の建設で始

まる新たな歴史と取り組み、これからがとても楽しみですね。

真間今昔物語 HP より引用　http://www1.icnet.ne.jp/mama/mama_konjyaku.htm

中央研究所の建設予定地には、山崎製パンの工場が建設

される前は、かつて釜谷醤油工場があり、その名残として、

レンガ造りの壁の一部がありました。詳しくは市川の歴

史のぺージをご覧ください。
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営業時間　9:00 ～ 20:00

定休日　　日曜・祭日

住所　　　市川市市川３-27-20

電話番号　047-322-6206

駅のすぐ近くにあるお茶屋さん。100 年近く続く

老舗で、茶葉を入れている茶箱は創業当時からずっ

と使っているものです。普段入手できないお茶や

それに合うお茶うけを扱っており、季節ものを中

心に扱っています。近所の人が集まる憩いの場に

するため、お店の奥では利き茶教室、着付け教室、

ギターやヨガなどの教室を開いています。お店の

雰囲気も良く、気軽に訪れることができるお店な

ので、お茶を選びたい時には是非川宋園で選んで

みてください。

こちらのお店「中藤」は鮮魚店を始めて 49 年、3 代続く老舗です。根本発展会では唯一の鮮魚

店です。刺し身や干物などを扱っており、常時 30 ～ 40 種類ほどあります。お店に並ぶ商品すべ

て天然物で、冷凍もなしというこだわりがあります。季節によってオススメの商品は変わるので

主人に聞いてみると良いかもしれません。天然の良いもののみを取り扱っているため、食べてみ

ればその違いが分かってもらえると思います。

中藤

営業時間　10:00 ～ 18:30

定休日　　日曜日

住所　　　市川市市川 3-28-7

電話番号　047-322-2324

市川の店を巡る
川宗園

気になるお店を

学生目線でチョイス！！
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イスマイル

イスマイルは比較的最近出来たお店です。国府台駅のすぐそばにあって、いつも食欲が湧く良い

匂いが漂っています。内装も異国情緒あふれる本格派です。店長さんは来日 13 年目のインドの

方で、日本語もとても上手でした。人気のカレーは、バターチキンと海老のカレーで、辛さも日

本人に食べやすいものになっています。カレー以外にもラッシーなどのドリンクやタンドリーチ

キン、アイスクリームなどのサイドメニューやデザートなども充実しています。学生や家族連れ

など日本人のお客さんに人気なのも頷けます。

営業時間　11 時～ 23 時　

定休日　　年中無休

住所　　　市川市市川 3-26-1

電話番号　047-321-1577

→ランチメニュー

女性限定セット

海老のカレー

バターチキンカレー

950 円

市川市国府台駅から徒歩 3 分程にある、今年で創業 29 年を迎える老舗イタリアンです。ピザ生

地やソース、チーズなど店オーナーの独自のオリジナル料理で、季節によって変わるオリジナル

ピザ、ピザをロール状にした “ ピッツァチ ” などのピザ料理は、常連客や近所の人、学生さんか

ら幅広い客層から好まれています。家族で経営していて、お店の中は洋楽が流れていてアットホー

ムな雰囲気は、どこか心温まります。

Papa Boya’s

営業時間　11:30 ～ 15:00

　　　　　16:30 ～ 20:30

定休日　　月曜日
　　　　　　( 月曜が祝日の場合次の日が定休日）

住所　　    市川市市川 3-27-20-105

電話番号　 047-324-0661

ピザの種類も豊富！
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茶屋
営業時間　11:00 ～ 24:00

定休日　　月曜午前中休み

住所　　　市川市市川 3-29-7

電話番号　047-324-8236

茶屋は国府台駅前にある中華料理店です。ピリ辛

な麻婆豆腐（770 円）や細麺であっさりとした

チャーシュー麺（820 円）、上海焼きそば（720 円）

などが人気で、その他にもメニューは約 100 種類

と豊富です。ランチでは日替わり定食がお得で、

麻婆丼などのメニューにスープ、サラダ、デザー

トがつき、ボリューム満点です。日替わり定食の

他にもビールセット（1000 円）や 2980 円で 90

分飲み放題付のコースなどがあり様々なシーンに

応じて利用できます。

石井酒店

営業時間　9:30 ～ 20:00

定休日　　日曜日（祝祭日は営業）

住所　　　市川市市川 3-21-18

電話　　　047-322-2756

石井酒店は大正末に創業。現在では 3 代目の店主が営業する酒屋で、京成本線国府台駅から徒歩

２分の場所に位置します。通年商品はもちろんですが、年数回しか出回らない限定商品や季節商

品に力を入れ、約 50 ～ 60 種類の酒を取り揃えています。商品は店主自ら試飲会などに参加し、

こだわりを持ち厳選しています。また、蔵元と直接取引をすることで築かれた関係により、蔵元

がある県内限定で販売されている酒や、流通の数が少なく入手困難な酒など他店ではなかなか買

えない珍しい酒が数多くあります。石井酒店では、三岳（本体 1，040 円～）が一番人気で、女

性にはみぞれりんご梅酒（本体 2，800 円～）が人気です。季節商品や限定商品が多くあるので、

来るたびに新しい酒に出会えます。酒について親切に教えてくれるので、そのときの気分にあっ

た酒を探しに訪れてみてはいかがでしょうか。
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私たちの活動の紹介
千葉商科大学政策情報学部とは

　千葉商科大学政策情報学部は地域政策コース・メディア情報コースの 2つのコースで学ん

でいます。地方公務員を目指す学生、メディア関係やＩＴ関係の就職を目指す学生が共に学

ぶことで、地域の身近な問題を発見し、解決策を立案していきます。解決のためにはＩＴ技

術やメディア情報コースで身につけたデザイン力を活用しています。この冊子も取材・執筆・

編集・デザインまで全て学生自身で作成しています。私たち朽木ゼミでは、地域の活性化を

目指すとともに、学生と地域の方々との良い関係を築けるようにと願って活動しています。

そして、これまで市川市東部の中山法華経寺周辺をとりあげた地域情報誌『中山参道どっと

混む』１～３号を刊行してきました。

　こうした努力が認められて 2015 年には第８回市川市景観賞 ( 啓発イベント部門 ) を

受賞しました。市川市景観賞は、市民や事業者による積極的な取り組みを促進するため、

良好な景観の形成に貢献する活動を行っている個人や団体を表彰する制度です。学生の

目線からの地域景観を発掘し、情報発信を通じて地元住民への景観意識を向上に寄与し

たことが評価されました。

市川３丁目の周辺にとりくむ

　今回、民俗学を中心として市川の地域史に造詣の深い萩原法子先生から、私た

ちのゼミに対して春日神社の武内宿禰人形のプロデュースに協力してほしい旨の

お話をいただきました。そこで、ゼミ生全員で一から取材をはじめて、ようやく

刊行にこぎつけました。これからも大学周辺だけでなく市川市全域のプロデュー

スに貢献していきたいと思いますので、とりあげてほしい地域がございましたら

リクエストをよろしくお願いします。

市川市景観賞を受賞しました
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市川細見記
　　散策マップ

◆中藤

◆石井酒店ヤマザキ製パン
中央研究所予定地
　　　 ◆

国道14号のバラ

◆

◆能勢新跡地

◆クロカワクリーニング商会

◆ナガサキヤ呉服店跡地

日本福音ルーテル市川教会◆

◆電信電話
　創業の地

市川関所跡◆

◆庚申塔・道標

◆水神宮

春日神社◆

◆胡録神社

◆稲荷神社

◆国府神社

◆安国院

◆観音寺

◆龍泉院

◆玄授院

◆極楽寺

◆

川宋園

◆ 茶屋
◆

イスマイル

PaPa Boya’s◆

◆望月



矢口美穂　金富由利子　豊田直樹　鹿内大　川久保優　佐鳥剛　勝佐友美　永井練

青木秀平　岩佐健嗣　榎本勝道　大西巧眞　栗原健吾　杉山璃生　鈴木功輝　高桑智夏　

寺地翔吾　仲澤弦希　能登幹貴　堀越信吾　松岡弘樹　森山宏平　横尾翔太

秋吉紗樹　伊藤将弥　伊藤唯　稲田匠伍　大木崇禎　小川和哉　児玉賢太　下村建登　

田島大地　谷川健太　千葉由希　津田敏樹　堤理沙　中村美穂　舟橋瑞萌　松井祐太　

宮澤理佳　矢住沙也加　山村駿　湯浅萌　若松雅樹
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この冊子の作成に当たり、以下の方々にお世話になりました。記して深く御礼申し上げます。

秋谷庄一、萩原法子、森川健作、須賀清光、前山邦男、古越小枝子、塩崎高史、安蛭幸男、小林雄樹、笹川伸三郎、

小野英夫、浅井 ( 落合 ) 奈央、佐藤芳子、春日神社、稲荷神社、国府神社、胡録神社、根本水神宮、安国院、観音寺、

玄授院、極楽寺、龍泉院、日本福音ルーテル市川教会、川宋園、中藤、茶屋、石井酒店、ヤマザキ製パン株式会社、

市川市役所文化スポーツ部、市川市役所街づくり部、島田晴雄、原科幸彦、朽木真弓、千葉商科大学政策情報学部、

千葉商科大学地域連携推進センター、千葉商科大学戦略広報センター（順不同、敬称略）

編集後記 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　教授　　朽木　量
千葉商科大学政策情報学部朽木ゼミによる『市川細見記』をお届けします。民俗を中心として市川の地域史に造詣の深い

萩原法子先生から春日神社の武内宿禰人形のプロデュースに協力してほしい旨のお話をいただいてから、約２年間、学生

たちが中心となって地域を取材し、何とか 2015 年 10 月 17・18 日開催の市川街回遊展に間に合わせて刊行することがで

きました。今ではすっかり住宅街としての佇まいしか目に留まらない市川三丁目周辺ですが、江戸川舟運と軍隊関連のニー

ズを背景に、活動写真の常設館があったり、料亭や旅館、商家で賑わったりしていました。そうしたかつての姿を聞くにつけ、

そのことを是非広く伝えたいという思いが高まっていきました。

　この冊子のコンセプトは、見過ごしがちな小さなモノ・人々の間で受け継がれるさまざまなコト・土地の記憶を語り継

ぐヒトに焦点を当ててこの街を訪れた人にそれらを伝えることです。ありきたりのエリアマガジンや旅行ガイドに近いも

のより、武内宿禰人形の修復にかける人々、水神宮の祭りを続ける人々、自治会活動の盛んな土地柄、そうした人々の思

いの一部でも伝わればと思って、歴史と文化を中心とした冊子を目指しました。「細見記」というやや古めかしいネーミン

グも、かつて周辺に花街（市川三業組合・真間三業組合）もあったことを念頭にしつつ、文字通り細部まで隈なく見てい

こうということから名付けたものです。

これまで中山法華経寺周辺の地域情報誌『中山参道どっと混む』1 ～ 3 号の刊行で培ってきた経験をベースに、取材、執筆、

ページデザインまで全て学生が作りました。内容については十分に推敲致しましたが、もし間違い等がございましたら責

任は全て当方にあります。御寛恕賜りましたら幸甚に存じます。末筆ながらご協力いただきました方々には厚く御礼申し

上げます。

千葉商科大学　政策情報学部



がんばった分だけ

身になる、 ためになる。

学問分野の壁を越えて学び

公務員やメディア・情報の

スペシャリストを目指す！

地域政策コース　メディア情報コース 千葉商科大学
政策情報学部
千葉県市川市国府１－３－１
http://www.cuc.ac.jp
TEL： 047-373-9701

学生がチャレンジし
問題解決力を身に付ける学部
現代社会の問題にチャレンジし

行動することを学ぶ政策情報学部。

徹底した現場主義とチャレンジを支える教育で

これからの社会を支える人材を育てます。


