
『阪神
はんしん

・淡路
あ わ じ

大震災
だいしんさい

』（正式
せいしき

には『平成
へいせい

７年
  ねん

兵庫県
ひょうごけん

南部
な ん ぶ

地震
じ し ん

』）おこる！ 

この時
とき

も全国
ぜんこく

各地
か く ち

からいろいろな支援
し え ん

がおこなわれました。 

  ・他
た

の自治体
じ ち た い

の警察官
けいさつかん

・消防隊
しょうぼうたい

・職員
しょくいん

が応援
おうえん

に行
い

った。 

・各地
か く ち

からきたボランティアの人
ひと

たちが、避難所
ひなんじょ

の運営
うんえい

・炊き出し
た き だ し

・医療
いりょう

介護
か い ご

・運送
うんそう

・物資
ぶ っ し

のし

わけなど、さまざまな活動
かつどう

をおこなった。（「消防
しょうぼう

白書
はくしょ

」より） 

・市民
し み ん

・市内
し な い

団体
だんたい

より、義援
ぎ え ん

金５５９０
きん        

万円
まんえん

と救援
きゅうえん

物資
ぶ っ し

（ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱
ばこ

約
やく

４０箱分
はこぶん

）を送
おく

った。 

      ・市
し

と市
し

議会
ぎ か い

より義援
ぎ え ん

金
きん

や自転車
じてんしゃ

１０５台
だい

を送
おく

り、市
し

の職員
しょくいん

（のべ１７人
にん

）を派遣
は け ん

した。                          

（「市
し

報
ほう

いるま」７０７号
ごう

より） 

いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．１１ 災害
さいがい

にそなえる（１）  

――９月
がつ

１日
ついたち

は「防災
ぼうさい

の日
ひ

」―― 
 

 

 

 

 

 

 

 

この地震
じ し ん

は「関東
かんとう

大震災
だいしんさい

（関東
かんとう

大地震
おおじしん

）」とよばれている 

もので、東京
とうきょう

・神奈川
か な が わ

を中心
ちゅうしん

に大
おお

きな被害
ひ が い

をだしました。 

特
とく

に、お昼時
ひるどき

でたくさんの家
いえ

で火
ひ

を使
つか

っていたため、 

各地
か く ち

でいっせいに火事
か じ

がおきました。 

おりからの強風
きょうふう

で火
ひ

はもえひろがり、９月
がつ

３日
にち

の朝
あさ

まで 

各地
か く ち

でもえつづけました。 

この火災
か さ い

が被害
ひ が い

をより大
おお

きくしたのです。 

 

 

 

 

 

 

 

（※震度
し ん ど

階級
かいきゅう

は平成
へいせい

８年
  ねん

にかわっています。） 

 

 埼玉県
さいたまけん

でも、現在
げんざい

の春日部市
か す か べ し

を中心
ちゅうしん

とした県
けん

の東部
と う ぶ

で被害
ひ が い

がでましたが、 

県
けん

西部
せ い ぶ

の被害
ひ が い

は少
すく

なかったようです。 

   東金子
ひがしかねこ

村
むら

 … 住宅
じゅうたく

９戸
こ

と工場
こうじょう

３棟
むね

が全壊
ぜんかい

 

    宮寺村
みやでらむら

 … 蔵
くら

など３０棟
むね

が半壊
はんかい

・１棟
むね

全壊
ぜんかい

 

    豊岡町
とよおかまち

 … １棟
むね

全壊
ぜんかい

・１棟
むね

半壊
はんかい

、負傷者
ふしょうしゃ

一人
ひ と り

 

◆停電
ていでん

となり、鉄道
てつどう

・電話
で ん わ

は不通
ふ つ う

、いろいろなデマもとんだという。 

この地震
じ し ん

の時
とき

、被害
ひ が い

の少
すく

なかった東京
とうきょう

周辺
しゅうへん

の地域
ち い き

では、災害
さいがい

のあった人
ひと

たちに対
たい

して 

  いろいろな支援
し え ん

を行
おこな

っています。入間
い る ま

の町
まち

や村
むら

でも次
つぎ

のような活動
かつどう

をしました。 

○東京
とうきょう

・横浜
よこはま

方面
ほうめん

から入間
い る ま

へ避難
ひ な ん

してきた人
ひと

たちのために、救護所
きゅうごじょ

をつくり、食 糧
しょくりょう

や 

救
きゅう

急
きゅう

薬品
やくひん

などを提供
ていきょう

したり、義援
ぎ え ん

金
きん

を渡
わた

したりした。 

             ○災害
さいがい

にあった人
ひと

たちのために、義援
ぎ え ん

金
きん

や衣服
い ふ く

などの寄付
き ふ

を集
あつ

め、慰問
い も ん

袋
ぶくろ

（生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な 

援助
えんじょ

の品物
しなもの

を入
い

れたもの。この時
とき

は手
て

ぬぐい・半紙
は ん し

・えんぴつ・はがきなどを入
い

れました。）

や、しょうゆやみそなどを東京
とうきょう

に届
とど

けた。 

「入間市史
い る ま し し

（通史編
つうしへん

、近代
きんだい

Ⅱ・現代編
げんだいへん

」「入間市
い る ま し

のあゆみ」 

    

 

 

 

    

      

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

死
し

者
しゃ

・行方
ゆ く え

不明者
ふめいしゃ

： 

約
やく

１４万
まん

２０００人
にん

 

こわれた建物
たてもの

： 

約
やく

２５万
まん

４０００件
けん

 

家事
か じ

でやけた建物
たてもの

： 

約
やく

４４万
まん

７０００件
けん

 

「理科
り か

年表
ねんぴょう

」より 

このような災害
さいがい

のおそろしさ

を忘
わす

れないようにと、昭和
しょうわ

３５

年
ねん

、「関東
かんとう

大震災
だいしんさい

」のおきた９月
がつ

１日
ついたち

を「防災
ぼうさい

の日
ひ

」とさだめまし

た。この日
ひ

は、消火
しょうか

や避難
ひ な ん

の訓練
くんれん

をおこなうなど、防災
ぼうさい

についてか

んがえる日
ひ

となっています。 

 

 

激震
げきしん

。 たてものが３０パーセント以上
いじょう

たおれる。 

山
やま

くずれや地
じ

割
わ

れがおき、断層
だんそう

を生
しょう

じる。 

（「学校
がっこう

でやくだつ災害
さいがい

の本
ほん

②」より） 

「震度
し ん ど

７」とは？ 

 

埼玉県
さいたまけん

では、 

死者
し し ゃ

３４１人
にん

、負傷者
ふしょうしゃ

４９３人
にん

 

全壊
ぜんかい

のたてもの９２４５件
けん

 

半壊
はんかい

のたてもの７５７６件
けん

 

 関東
かんとう

大震災
だいしんさい

！！そのとき入間
い る ま

の町
まち

や村
むら

では…？ 

マグニチュード

7.2 

マグニチュード

9.0 

『東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

』（正式
せいしき

には「東北
とうほく

地方
ち ほ う

太平洋
たいへいよう

沖
おき

地震
じ し ん

」）おこる！ 

この時
とき

も全国
ぜんこく

各地
か く ち

からいろいろな支援
し え ん

がおこなわれました。 

  ・他
た

の自治体
じ ち た い

の警察官
けいさつかん

・消防隊
しょうぼうたい

・職員
しょくいん

が応援
おうえん

に行
い

った。 

  ・各地
か く ち

からきたボランティアの人
ひと

たちが、避難所
ひなんじょ

の運営
うんえい

・炊
た

き出
だ

し・医療
いりょう

介護
か い ご

・

運送
うんそう

・物資
ぶ っ し

のしわけなど、さまざまな活動
かつどう

をおこなった。入間市
い る ま し

は、市民
し み ん

・市内
し な い

団体
だんたい

より平成
へいせい

２５年
ねん

９月
がつ

３０日
にち

までに預
あず

かった義援
ぎ え ん

金
きん

３，５９０万円
まんえん

を送
おく

った。 

 

平成
へいせい

２３年
ねん

（２０１１)３月
がつ

１１日
にち

午後
ご ご

２時
じ

４６分
ぷん

 

入間市
い る ま し

からは 

その７２年後
ね ん ご

・・・平成
へいせい

７ 年
     ねん 

（１９９５）１月
  がつ

１７日
   にち

午前
ご ぜ ん

５時
 じ

４６分
   ふん

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

埼玉
さいたま

西部
せ い ぶ

消 防 局
しょうぼうきょく

 

 大正
たいしょう

１２年
   ねん

（１９２３）９月
がつ

１日
ついたち

 午前
ご ぜ ん

１１時
じ

５８分
ふん

、 

相模
さ が み

湾
わん

北西部
ほくせいぶ

の海底
かいてい

を震源
しんげん

として 

関東
かんとう

南部
な ん ぶ

を中心
ちゅうしん

に、マグニチュード７．９、 

最大
さいだい

震度
し ん ど

７と思われる
おも      

大きな
おお    

地震
じ し ん

がありました！ 

 



日本
に ほ ん

列島
れっとう

は、たいへん自然
し ぜ ん

災害
さいがい

の多
おお

いところです。 

・環太平洋
かんたいへいよう

造山帯
ぞうざんたい

に位置
い ち

する。⇒地震
じ し ん

や津波
つ な み

、火山
か ざ ん

の噴火
ふ ん か

。 

・地形
ち け い

が災害
さいがい

をひきおこしやすい。⇒山地
さ ん ち

では山
やま

くずれや地すべり
じ    

、川
かわ

の下流
かりゅう

地域
ち い き

では洪水
こうずい

。 

・気候
き こ う

の変化
へ ん か

が大
おお

きい。⇒梅雨
つ ゆ

や台風
たいふう

などによる水害
すいがい

・風害
ふうがい

・がけくずれなどの災害
さいがい

にたび

たびみまわれてきました。 

いろいろな災害
さいがい

にそなえて 入間市
い る ま し

では… 

①消防
しょうぼう

署
しょ

に専門
せんもん

の機器
き き

と職員
しょくいん

をおいて、いざというときにそなえる。 

②各地区
か く ち く

に消防団
しょうぼうだん

が組織
そ し き

され、いざというときにそなえる。 

③町
まち

の人
ひと

たちが地域
ち い き

ごとに「自主
じ し ゅ

防災会
ぼうさいかい

」をつくり、いざというときにそなえる。 

 

 

 

 

そして！ 

 

 ●ひとりひとりが、いざというときにそなえる。 

・災害
さいがい

がおきたら どうなるか、よく知って
し   

おく。 

・災害
さいがい

にそなえて 水
みず

や食 料
しょくりょう

・日
にち

用品
ようひん

・防災
ぼうさい

用品
ようひん

 

などを用意
よ う い

したり、家具
か ぐ

や火
ひ

の元
もと

を安全
あんぜん

にしておく。 

・災害
さいがい

がおきたときは、あわてず、適切
てきせつ

な行動
こうどう

をとる。 

 

＜参考
さんこう

にした本
ほん

＞ 

「埼玉
さいたま

大百科
だいひゃっか

事典
じ て ん

」埼玉
さいたま

新聞社
しんぶんしゃ

 

「図説
ず せ つ

埼玉県
さいたまけん

の歴史
れ き し

」河出
か わ で

書房
しょぼう

新社
しんしゃ

 

「理科
り か

年表
ねんぴょう

」「新
しん

エリア
え り あ

学習
がくしゅう

辞典
じ て ん

⑤」 

「学校
がっこう

でやくだつ災害
さいがい

の本
ほん

②」 

「入間市
い る ま し

のあゆみ」「入間
い る ま

のよもやまばなし」 

「入間市史
い る ま し し

（通史編
つうしへん

）・（近代
きんだい

Ⅱ現代編
げんだいへん

）」 

「入間市
い る ま し

防災
ぼうさい

マップ
ま っ ぷ

」「いるまにあ」 

「市
し

報
ほう

いるま ７０７・７３８・７７２号
ごう

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5 

「自主
じ し ゅ

防災会
ぼうさいかい

」とは？ 

大
おお

きな災害
さいがい

がおきたときには、救援
きゅうえん

活動
かつどう

がすべての地域
ち い き

ですぐにできるとはかぎりません。 

そんなときに「近所
きんじょ

の人
ひと

どうしでたすけあおう」と、平成元
へいせいがん

年度
ね ん ど

から地区
ち く

や自治会
じ ち か い

ごとにつくられま

した。 

・ふだんは防災
ぼうさい

計画
けいかく

をたてたり、訓練
くんれん

をして、災害
さいがい

にそなえる。 

・災害
さいがい

の時
とき

には、初期
し ょ き

消火
しょうか

・けが人
にん

の救護
きゅうご

などをして、被害
ひ が い

が大
おお

きくならないようにする。 

・災害
さいがい

のあと、復旧
ふっきゅう

作業
さぎょう

をしたり助
たす

けあって生活
せいかつ

する。 

※自主
じ し ゅ

防災会
ぼうさいかい

は 自分
じ ぶ ん

たちが住
す

んでいる地域
ち い き

での活動
かつどう

なので、その地域
ち い き

の事情
じじょう

にくわしく、より状 況
じょうきょう

に応
おう

じた活動
かつどう

ができます。 

いざ！というときの 

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

ＭＡＰ
マ ッ プ
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豊岡
とよおか

地区
ち く

 

①豊岡
とよおか

小学校
しょうがっこう

 

②豊岡
とよおか

高校
こうこう

  

③入間
い る ま

向陽
こうよう

高校
こうこう

 

④豊岡
とよおか

中学校
ちゅうがっこう

 

⑤東 町
あづまちょう

公民館
こうみんかん

 

⑥富士見
ふ じ み

公園
こうえん

  

⑦東 町
あづまちょう

小学校
しょうがっこう

  

⑧東 町
あづまちょう

中学校
ちゅうがっこう

  

⑨高倉
たかくら

公民館
こうみんかん

  

⑩高倉
たかくら

小学校
しょうがっこう

  

⑪市民
し み ん

会館
かいかん

  

⑫扇
おうぎ

町屋
ま ち や

公民館
こうみんかん

  

⑬扇
おうぎ

小学校
しょうがっこう

  

⑭向原
むこうはら

中学校
ちゅうがっこう

  

⑮久保
く ぼ

稲荷
い な り

公民館
こうみんかん

  

⑯黒須
く ろ す

公民館
こうみんかん

 

⑰黒須
く ろ す

小学校
しょうがっこう

 

⑱黒須
く ろ す

中学校
ちゅうがっこう

 

⑲武道館
ぶどうかん

  

⑳黒須
く ろ す

地区
ち く

体育館
たいいくかん

 

○21 彩
さい

の森
もり

入間
い る ま

公園
こうえん

 

○22 産業
さんぎょう

文化
ぶ ん か

ｾﾝﾀｰ   

○23市民
し み ん

体育館
たいいくかん

 

○24運動
うんどう

公園
こうえん

 

○25 中央
ちゅうおう

公園
こうえん

 

東金子
ひがしかねこ

地区
ち く

 

○26東金子
ひがしかねこ

公民館
こうみんかん

 

○27東金子
ひがしかねこ

小学校
しょうがっこう

 

○28新久
あ ら く

小学校
しょうがっこう

 

○29東金子
ひがしかねこ

中学校
ちゅうがっこう

 

○30東金子
ひがしかねこ

地区
ち く

体育館
たいいくかん

 

○31 青少年
せいしょうねん

活動
かつどう

ｾﾝﾀｰ 

○32 旧
きゅう

入間
い る ま

高校
こうこう

 

 

金子
か ね こ

地区
ち く

 

○33金子
か ね こ

公民館
こうみんかん

 

○34金子
か ね こ

小学校
しょうがっこう

 

○35金子
か ね こ

中学校
ちゅうがっこう

 

○36 農村
のうそん

環境
かんきょう

改善
かいぜん

センター 

○37 茶業
ちゃぎょう

研究所
けんきゅうじょ

 

 

宮寺
みやでら

・二本木
に ほ ん ぎ

地区
ち く

 

○38宮寺
みやでら

公民館
こうみんかん

  

○39宮寺
みやでら

小学校
しょうがっこう

  

○40宮寺
みやでら

地区
ち く

体育館
たいいくかん

 

○41武蔵
む さ し

中学校
ちゅうがっこう

  

○42やまゆり荘
そう

  

○43勤労
きんろう

福祉
ふ く し

センター 

○44二本木
に ほ ん ぎ

公民館
こうみんかん

 

○45狭山
さ や ま

小学校
しょうがっこう

 

 

藤沢
ふじさわ

地区
ち く

 

○46藤沢
ふじさわ

公民館
こうみんかん

  

○47藤沢
ふじさわ

小学校
しょうがっこう

  

○48 藤沢南
ふじさわみなみ

小学校
しょうがっこう

  

○49上藤沢
かみふじさわ

中学校
ちゅうがっこう

 

○50 藤沢東
ふじさわひがし

小学校
しょうがっこう

 

○51 東藤沢
ひがしふじさわ

公民館
こうみんかん

 

○52藤沢
ふじさわ

中学校
ちゅうがっこう

 

○53藤沢北
ふじさわきた

小学校
しょうがっこう

 

○54藤
ふじ

の台
だい

公民館
こうみんかん

 

○55藤沢
ふじさわ

地区
ち く

体育館
たいいくかん

 

○56藤沢
ふじさわ

中央
ちゅうおう

公園
こうえん

 

 

西武
せ い ぶ

地区
ち く

 

○57西武
せ い ぶ

公民館
こうみんかん

  

○58仏子
ぶ し

小学校
しょうがっこう

  

○59西武
せ い ぶ

中学校
ちゅうがっこう

  

○60西武
せ い ぶ

小学校
しょうがっこう

  

○61新光
しんこう

中央
ちゅうおう

公園
こうえん

  

○62野田
の だ

中学校
ちゅうがっこう

  

○63西武
せ い ぶ

地区
ち く

体育館
たいいくかん

 

○64西武
せ い ぶ

市民
し み ん

運動場
うんどうじょう

 

 

 

「自主
じ し ゅ

防災会
ぼうさいかい

」とは？ 

大
おお

きな災害
さいがい

がおきたときには、救援
きゅうえん

活動
かつどう

がすべての地域
ち い き

ですぐにできるとはかぎりません。 

そんなときに「近所
きんじょ

の人
ひと

どうしでたすけあおう」と、平成元
へいせいがん

年度
ね ん ど

から地区
ち く

や自治会
じ ち か い

ごとに 

つくられました。 

・ふだんは防災
ぼうさい

計画
けいかく

をたてたり、訓練
くんれん

をして、災害
さいがい

にそなえる。 

・災害
さいがい

の時
とき

には、初期
し ょ き

消火
しょうか

・けが人
にん

の救護
きゅうご

などをして、被害
ひ が い

が大
おお

きくならないようにする。 

・災害
さいがい

のあと、復旧
ふっきゅう

作業
さぎょう

をしたり助
たす

けあって生活
せいかつ

する。 

※自主
じ し ゅ

防災会
ぼうさいかい

は 自分
じ ぶ ん

たちが住
す

んでいる地域
ち い き

での活動
かつどう

なので、その地域
ち い き

の事情
じじょう

にくわしく、より

状 況
じょうきょう

に応
おう

じた活動
かつどう

ができます。 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．１2 災害
さいがい

に備
そな

える（２）  

―防災
ぼうさい

の歴史
れ き し

①「火消し
ひ け  

」から「消防団
しょうぼうだん

」へ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸
え ど

はたいへん火事
か じ

の多い
お お  

町
まち

でした。 

当時
と う じ

の建物
たてもの

は木材
もくざい

と紙
かみ

が多く
おお  

使われて
つか      

いて、一度
い ち ど

 

火
ひ

が付
つ

くと燃
も

え広がりやすく
ひろ          

大火
た い か

となりました。 

江戸
え ど

幕府
ば く ふ

は、社会
しゃかい

を安定
あんてい

させ、幕府
ば く ふ

の政権
せいけん

を 

しっかりとしたものとするためにも、火災
か さ い

対策
たいさく

が 

重要
じゅうよう

であると考
かんが

え、つくられたものが『火消し
ひ け  

』 

の制度
せ い ど

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「明暦
めいれき

の大火
た い か

」の翌年
よくねん

、旗本
はたもと

に命じて
めい    

、新
あら

たにつくら

せたもの。各組
かくくみ

に火消
ひ け し

屋敷
や し き

が与
あた

えられ、火事
か じ

に備
そな

えて、

そこにいつも定火消し
じょうびけ   

が詰
つ

めていることとなりました。  

【２４時間
じ か ん

体制
たいせい

の職 業
しょくぎょう

としての消防隊
しょうぼうたい

】 
 

 

 

 

 

      

後
のち

に、地区
ち く

ごとに「いろは４８組
   くみ

・本所
ほんじょ

深川
ふかがわ

１６組
   くみ

」計
けい

 

６４組
くみ

に編成
へんせい

されます。【大工
だ い く

やとび職
しょく

など、町
まち

の有志
ゆ う し

 

が火事
か じ

が起
お

きると消火
しょうか

にあたる消防隊
しょうぼうたい

】 

このころの消火
しょうか

作業
さぎょう

は破壊
は か い

消火
しょうか

。 

風向
か ざ む

きや火
ひ

の勢い
いきお  

、家なみ
いえ    

の状 況
じょうきょう

から判断
はんだん

して、回
まわ

り 

の家
いえ

を取
と

り壊
かい

し、火
ひ

が燃
も

え広
ひろ

がるのを防
ふせ

ぎました。 

                            明治
め い じ

維新
い し ん

により、新
あたら

しい政府
せ い ふ

ができると、『火消し
ひ け  

』の制度
せ い ど

も変
か

わりました。 

「定火消し
じ ょ う び け  

」→廃止
は い し

 

「町
まち

火消
び け

し」→新
あたら

しく「消防組
しょうぼうぐみ

」に編成
へんせい

しなおされる。 

                              

 

 

江戸
え ど

時代
じ だ い

の「龍吐
りゅうど

水
すい

」から 

→「腕用
わんよう

ポンプ」（手押し
て お  

ポンプ）→「蒸気
じょうき

ポンプ」へ 

消火力
しょうかりょく

があがり、それまでの「破壊
は か い

消火
しょうか

」から 

現在
げんざい

のような注水
ちゅうすい

消火
しょうか

の時代
じ だ い

へと入
はい

ります。 

１６５８年
ねん

（万
まん

治
じ

元年
がんねん

） 

『定火消
じょうびけ

し』がつくられる。 

発展
はってん

していく江戸
え ど

の町
まち

を守る
まも  

ためには、これだけで

は不充分
ふじゅうぶん

だったので、町
まち

奉行
ぶぎょう

大岡
おおおか

越前
えちぜん

守
のかみ

は町人
ちょうにん

を

組織
そ し き

して「町
まち

火消
び け

し」をつくり、町
まち

を自分
じ ぶ ん

たちの手
て

で守
まも

らせることとしました。 

１７１８年
ねん

（享保
きょうほう

３年
  ねん

） 

『町
まち

火消
び け

し』がつくられる。 

江戸
え ど

時代
じ だ い

（１６０３～１８６７）

『火消し
ひ け  

』の時代
じ だ い

 

 

「日本史
に ほ ん し

辞典
じ て ん

」（角川
かどかわ

書店
しょてん

）「国史
こ く し

大辞典
だいじてん

」（吉川
よしかわ

弘
こう

文館
ぶんかん

）「江戸
え ど

の町
まち

」（内藤昌著
ないとうあきらちょ

・草思社
そうししゃ

）「災害
さいがい

の歴史
れ き し

をしらべる」（小峰
こ み ね

書店
しょてん

）「まとい」（入間市
い る ま し

消防団
しょうぼうだん

第
だい

３分団
ぶんだん

第
だい

２部
ぶ

 編
へん

/刊
かん

）「写真
しゃしん

図説
ず せ つ

 日本
に ほ ん

消防史
しょうぼうし

」

（薮内喜一郎監
やぶうちきいちろうかん

・国書
こくしょ

刊行会
かんこうかい

）「消防
しょうぼう

制度
せ い ど

の沿革
えんかく

」（石井隆著
いしいたかしちょ

・葵
あおい

出版社
しゅっぱんしゃ

）「入間市史
い る ま し し

調査
ちょうさ

集録
しゅうろく

⑦」

「入間市
い る ま し

のあゆみ」「市
し

報
ほう

いるま 429・717・732号
ごう

」 

〈
参
考

さ
ん
こ
う

に
し
た
本 ほ

ん

〉 

宮寺
みやでら

の消防組
しょうぼうくみ

で使
つか

われていた 

手押し
て お  

ポンプ（「市
し

報
ほう

いるま 429号
ごう

」より） 

↓
大

正

た
い
し
ょ
う

７
年ね

ん

ご
ろ
購

入

こ
う
に
ゅ
う 

 

さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。 

●ヨーロッパ各国
かっこく

の消防
しょうぼう

制度
せ い ど

を手本
て ほ ん

として 

消防
しょうぼう

の近代化
きんだいか

が図
はか

られました。 

「いざ災害
さいがい

！」というときに、普通
ふ つ う

の人
ひと

ではできないことも

ある。 

そんなときに専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

・装備
そ う び

を持
も

って私
わたし

たちを

守って
まも    

くれるのが、消防
しょうぼう

署
しょ

や消防団
しょうぼうだん

の人
ひと

たち…。 

そんな消防
しょうぼう

制度
せ い ど

の始
はじ

まりを、『花
はな

のお江戸
 え ど

』に訪
たず

ねます。 

明治
め い じ

時代
じ だ い

以降
い こ う

 

①『消防組
しょうぼうぐみ

』の時代
じ だ い

 

（１８６８年
ねん

より） 

今
いま

でいう

「消防団
しょうぼうだん

」 

 

 

今
いま

でいう

「消防
しょうぼう

署
しょ

」 

東 京
とうきょう

などの大都市
だ い と し

には

消 防
しょうぼう

署
しょ

もできていきます。 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

埼玉
さいたま

西部
せ い ぶ

消 防 局
しょうぼうきょく

 

江戸
え ど

の三
さん

大大火
だいたいか

 

・明暦
めいれき

の大火
た い か

（振袖
ふりそで

火事
か じ

） 

 明暦
めいれき

３年
ねん

（１６５７） 

 死者
し し ゃ

１０万
まん

７０００人
にん

という。 

・目黒
め ぐ ろ

行人坂
ぎょうにんざか

の火事
か じ

 

 明和
め い わ

９年
ねん

（１７７２） 

死者
し し ゃ

１万
まん

５０００人
にん

という。 

・丙
ひのえ

寅
とら

の火事
か じ

 文化
ぶ ん か

３年
ねん

（１８０６） 

死者
し し ゃ

１２００人
にん

という。 

江戸
え ど

は火事
か じ

の多い
おお  

町
まち

で、江戸
え ど

時代
じ だ い

約
やく

２６０年間
ねんかん

に、歴
れき

史上
しじょう

に残
のこ

る

大火
た い か

が８６回
かい

もありました。 

火事
か じ

とけんかは江戸
え ど

の華
はな

！ 



明治
め い じ

２７年
ねん

（１８９４）、全国
ぜんこく

の市町村
しちょうそん

に『
「

消防組
しょうぼうぐみ

』
」

を置
お

くこととされ、 

入間
い る ま

市域
し い き

の７町村
ちょうそん

にも それぞれ正式
せいしき

な『
「

消防組
しょうぼうぐみ

』がつくられました。 

 

・府県
ふ け ん

知事
ち じ

によって設置
せ っ ち

され、警察
けいさつ

の監督
かんとく

を受ける
う   

。 

⇒警察
けいさつ

消防制
しょうぼうせい

 

・消防組
しょうぼうぐみ

の費用
ひ よ う

は各市町村
かくしちょうそん

で負担
ふ た ん

する。 
 

それまでの義勇
ぎ ゆ う

消防
しょうぼう

（町
まち

の人
ひと

たちが自発的
じはつてき

に 

組織
そ し き

したもの）に、公的
こうてき

な性格
せいかく

が与
あた

えられました。 

【これ以前
い ぜ ん

にも、寺
てら

竹
たけ

に「て組
ぐみ

」西
にし

三ツ木
み つ ぎ

に「み組
ぐみ

」上谷
か み や

ケ
が

貫
ぬき

 

に「や組
ぐみ

」といった消防
しょうぼう

組織
そ し き

があったと伝
つた

えられている。】 

 

                     明治
め い じ

以後
い ご

、消防
しょうぼう

の機械
き か い

・技術
ぎじゅつ

はどんどん進歩
し ん ぽ

して 

いきます。 

最初
さいしょ

に消火
しょうか

栓
せん

がつくられたのは … 明治
め い じ

２０年
ねん

（１８８７）横浜市
よこはまし

で。 

はしご車
しゃ

が初
はじ

めて使
つか

われたのは … 明治
め い じ

３６年
ねん

（１９０３）２頭
とう

の馬
うま

で引
ひ

いていました。 

消防
しょうぼう

ポンプ自動車
じどうしゃ

が初
はじ

めて使
つか

われたのは…大正
たいしょう

３年
ねん

（１９１４） 

はしご自動車
じどうしゃ

が初
はじ

めて使
つか

われたのは … 大正
たいしょう

１０年
ねん

（１９２１）２５ ｍ
メートル

のはしごでした。 

火災
か さ い

専用
せんよう

電話
で ん わ

が「１１９番
     ばん

」になったのは … 昭和
しょうわ

２年
ねん

（１９２７） 

救 急
きゅうきゅう

業務
ぎょうむ

（けが人
    にん

・病人
びょうにん

を病院
びょういん

へ運
はこ

ぶ仕事
し ご と

）を始
はじ

めたのは … 昭和
しょうわ

８年
ねん

横浜市
よこはまし

で。 

 

  

昭和
しょうわ

１４年
ねん

（１９３９）、各市町村
かくしちょうそん

に『警防団
けいぼうだん

』を置
お

く 

こととされる。（「警防団令
けいぼうだんれい

」の公布
こ う ふ

による。） 

これにより、入間
い る ま

市域
し い き

の町
まち

や村
むら

にあった「消防組
しょうぼうぐみ

」は、 

組織
そ し き

を改
あらた

めて、「警防団
けいぼうだん

」となりました。 

※昭和
しょうわ

１２年
ねん

より戦争
せんそう

の始
はじ

まるなか、「警防団令
けいぼうだんれい

」には 

警防団
けいぼうだん

の仕事
し ご と

の一
ひと

つとして「防空
ぼうくう

」（国土
こ く ど

を守り
まも  

、 

空襲
くうしゅう

に備
そな

えること）が挙
あ

げられています。（防空
ぼうくう

消防
しょうぼう

時代
じ だ い

） 

昭和
しょうわ

１９年
    ねん

以後
い ご

、空襲
くうしゅう

警報
けいほう

が出
で

ると、それが解除
かいじょ

されるまで、 

団員
だんいん

は車庫
し ゃ こ

で待機
た い き

することとなりました。 

 

 

 

昭和
しょうわ

２０年
ねん

に戦争
せんそう

が終
お

わると、戦時
せ ん じ

体制
たいせい

のためにつくられた警防団
けいぼうだん

は「消防団
しょうぼうだん

」へと組織
そ し き

が改
あらた

められました。また「消防
しょうぼう

組織法
そしきほう

」により、消防
しょうぼう

の仕事
し ご と

は警察
けいさつ

から市町村
しちょうそん

へと移
うつ

されて現在
げんざい

に

いたります。自治体
じ ち た い

消防制
しょうぼうせい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後
ご

、武蔵町
むさしまち

成立
せいりつ

（１９５６年
ねん

）、入間
い る ま

市制
し せ い

施行
し こ う

（１９６６年
ねん

）、西武
せ い ぶ

町
まち

の合併
がっぺい

（１９６７年
ねん

）

により、各町村
かくちょうそん

の消防団
しょうぼうだん

が統合
とうごう

され、現在
げんざい

は「入間市
い る ま し

消防団
しょうぼうだん

」となっています。 

 

・第１
だい  

分団
ぶんだん

（４部
 ぶ

）豊岡
とよおか

地区
ち く

 

・第２
だい  

分団
ぶんだん

（４部
 ぶ

）東金子
ひがしかねこ

地区
ち く

 

・第３
だい  

分団
ぶんだん

（３部
 ぶ

）金子
か ね こ

地区
ち く

 

・第４
だい  

分団
ぶんだん

（４部
 ぶ

）宮寺
みやでら

地区
ち く

 

・第５
だい  

分団
ぶんだん

（３部
 ぶ

）藤沢
ふじさわ

地区
ち く

 

・第６
だい  

分団
ぶんだん

（１部
 ぶ

）二本木
に ほ ん ぎ

地区
ち く

 

・第７
だい  

分団
ぶんだん

（３部
 ぶ

）西武
せ い ぶ

地区
ち く

 

【（ ）内
ない

の部
ぶ

に分
わ

かれています】 

 

☆これにより、消防
しょうぼう

制度
せ い ど

の

基準
きじゅん

が全国的
ぜんこくてき

に統一
とういつ

され、

現在
げんざい

の消防
しょうぼう

機関
き か ん

の基礎
き そ

と

なりました。 

米
べい

軍機
ぐ ん き

に撃墜
げきつい

された飛行機
ひ こ う き

が、

下谷ヶ
し も や が

貫
ぬき

に墜落
ついらく

し、警防団
けいぼうだん

が

消火
しょうか

にあたったことが「まとい」

という本
ほん

にのっています。 

③『消防団
しょうぼうだん

』の時代
じ だ い

 

（１９４７年
ねん

～現在
げんざい

） 

『消防団
しょうぼうだん

』とは？ 

・「自分
じ ぶ ん

たちの町
まち

を自分
じ ぶ ん

たちの手
て

で守る
まも  

」ため

につくられた町
まち

の人
ひと

たちによる防災
ぼうさい

組織
そ し き

です。 

・普段
ふ だ ん

はそれぞれの仕事
し ご と

を持
も

ちながら、火事
か じ

な

どの災害
さいがい

が起
お

きたときに消火
しょうか

などの防災
ぼうさい

活動
かつどう

を行
おこな

います。                        

（非常備
ひじょうび

消防
しょうぼう

） 

豊岡町
とよおかまち

・藤沢村
ふじさわむら

・宮寺村
みやでらむら

・ 

元狭山村
もとさやまむら

・東金子
ひがしかねこ

村
むら

・ 

金子
か ね こ

村
むら

・元加治
も と か じ

村
むら

の７つ 

「消防組
しょうぼうぐみ

規則
きそく

」

公布
こうふ

による 

「消防団令
しょうぼうだんれい

」 

の公布
こ う ふ

による。 

 

入間市
い る ま し

における、昔
むかし

の

消防
しょうぼう

活動
かつどう

のようすがよ

く分
わ

かる本
ほん

です。 
（「市

し

報いる
ほう    

ま７３２号
     ごう

」より） 

昭
和

し
ょ
う
わ

４
２
年 ね

ん

に
消
防

し
ょ
う
ぼ
う

署 し
ょ

が
で
き
る
ま
で
、 

町 ま
ち

を
災
害

さ
い
が
い

か
ら
守 ま

も

る
主 お

も

な
活
動

か
つ
ど
う

は 

消
防
団

し
ょ
う
ぼ
う
だ
ん

が
行

お
こ
な

っ
て
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 

広
報

こ
う
ほ
う

「
と
よ
お
か
」 

 
 

 
 

 
 

 

１
９
５
４
年 ね

ん

３
月 が

つ

１ つ
い

日
号

た
ち
ご
う

よ
り 

②「警防団
けいぼうだん

』の時代
じ だ い

 

（１９３９年
ねん

より） 

◎ 日本
にっぽん

・消防
しょうぼう

 初
はじ

めて 物語
ものがたり

 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．１3 災害
さいがい

に備
そな

える（３） 

――防災
ぼうさい

の歴史
れ き し

②消防
しょうぼう

署
しょ

ができた―― 

 

 

 

 

 

 

 

◎昭和
しょうわ

４２年
    ねん

（１９６７）４月
がつ

１日
ついたち

 

小谷田
こ や た

（現在
げんざい

の場所
ば し ょ

）に消防
しょうぼう

庁舎
ちょうしゃ

が完成
かんせい

。職員
しょくいん

２２人
    にん

と 

消防
しょうぼう

車両
しゃりょう

２台
  だい

という体制
たいせい

で、入間市
い る ま し

消防
しょうぼう

本部
ほ ん ぶ

と消防
しょうぼう

署
しょ

の 

仕事
し ご と

が始
はじ

まりました。また、消防団
しょうぼうだん

の本部
ほ ん ぶ

もここに移転
い て ん

し 

てきました。 

 

○９月
   がつ

１日
ついたち

 救 急 車
きゅうきゅうしゃ

が配備
は い び

され、 

救 急
きゅうきゅう

業務
ぎょうむ

（けが人
   にん

や急 病 人
きゅうびょうにん

を病院
びょういん

へ 

運
はこ

ぶ仕事
し ご と

）が始
はじ

まる。 

○昭和
しょうわ

４６年
    ねん

（１９７１）７月
がつ

１日
ついたち

  

救 急 車
きゅうきゅうしゃ

のサイレンが、電子
で ん し

サイレン 

（「ピーポーピーポー…」）となる。 

 

 

 

 

り） 

 

○昭和
しょうわ

４６年
    ねん

（１９７１）１１月
   がつ

 はしごつき消防
しょうぼう

ポンプ自動車
じどうしゃ

が配備
は い び

される。 

○昭和
しょうわ

５０年
ねん

（１９７５） １月
がつ

 さまざまな災害
さいがい

に対応
たいおう

するため、 

救助
きゅうじょ

工作車
こうさくしゃ

が配備
は い び

される。 

○昭和
しょうわ

６１年
ねん

（１９８６） ４月
がつ

 藤沢
ふじさわ

分署
ぶんしょ

ができる。 

○昭和
しょうわ

６３年
ねん

（１９８８） ４月
がつ

 西武
せ い ぶ

分署
ぶんしょ

ができる。 

 

                                （市
し

報
ほう

いるまNo.185より） 

○平成
へいせい

 ４年
ねん

（１９９２）  ２月
がつ

 消防
しょうぼう

ポンプ自動車
じどうしゃ

が本署
ほんしょ

に配備
は い び

される。 

○平成
へいせい

 ７年
ねん

（１９９５） ３月
がつ

  

高規格
こうきかく

救 急 車
きゅうきゅうしゃ

が本署
ほんしょ

に配備
は い び

される。 

○平成
へいせい

 ９年
ねん

（１９９７） ３月
がつ

  

・西武
せ い ぶ

分署
ぶんしょ

に高規格
こうきかく

救 急 車
きゅうきゅうしゃ

が配備
は い び

される。 

・消防
しょうぼう

サイレン遠隔
えんかく

吹鳴
すいめい

装置
そ う ち

が配備
は い び

される                 。 （市
し

報
ほう

いるま No.707 より） 

                               

 

 

 

○平成
へいせい

１０年
ねん

（１９９８） ２月
がつ

 起震車
きしんしゃ

「なまず号
    ごう

」が配備
は い び

される。 

○平成２５年（２０１３） ４月 所沢市
ところざわし

・飯能市
はんのうし

・狭山市
さ や ま し

・入間市
い る ま し

・日高市
ひ だ か し

の消防
しょうぼう

署
しょ

が一緒
いっしょ

にな

り、埼玉
さいたま

西部
せ い ぶ

消 防 局
しょうぼうきょく

になりました。 

●構成
こうせい

市
し

の人口
じんこう

、世帯
せ た い

及
およ

び面積
めんせき

 平
へい

成
せい

２５年
ねん

現
げん

在
ざい

 

 人口
じんこう

（人
にん

） 世帯数
せたいすう

（世帯
せ た い

） 面積
めんせき

(k ㎡) 

所沢市
ところざわし

 343,334人
にん

 150,510世帯
せ た い

 71.99 k ㎡ 

飯能市
はんのうし

 81,520人
にん

 33,218世帯
せ た い

 193.18 k ㎡ 

狭山市
さ や ま し

 155,074人
にん

 65,541世帯
せ た い

 49.04 k ㎡ 

入間市
い る ま し

 150,243人
にん

 61,539世帯
せ た い

 44.74 k ㎡ 

日高市
ひ だ か し

 57,552人
にん

 22,896世帯
せ た い

 47.48 k ㎡ 

合
ごう

 計
けい

 787,723人
にん

 333,704世帯
せ た い

 406.43 k ㎡ 

災害
さいがい

が起
お

きたときに、本署
ほんしょ

で操作
そ う さ

して市内
し な い

の分署
ぶんしょ

や２２か所
しょ

の消防団
しょうぼうだん

車庫
し ゃ こ

のサイレ

ンを鳴
な

らすしくみ。 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

埼玉
さいたま

西部
せ い ぶ

消 防 局
しょうぼうきょく

 

消防車
しょうぼうしゃ

のサイレンと間違
ま ち が

えやすいこと、

また、ソフトな音色
ね い ろ

の方
ほう

がよいから、 

という理由
り ゆ う

で変
か

わりました。 

   局番
きょくばん

なしの 119番
ばん

へ 

 

 

 

 

救 急
きゅうきゅう

業務
ぎょうむ

が始
はじ

まった 

ころの救
きゅう

急車
きゅうしゃ

。 

40 メートルのはしごで 14階
かい

ぐらいまで届
とど

きます。 

震度
し ん ど

１～７の地震
じ し ん

を実際
じっさい

に体験
たいけん

できます！ 

 

救 急
きゅうきゅう

隊員
たいいん

が応 急
おうきゅう

活動
かつどう

できるように、広
ひろ

くつく

られていて、そのための器材
きざい

も備
そな

えてある。 

（当時
と う じ

のはしご車
しゃ

） 

はしごの 

長
なが

さは、 

25メートル 

（市
し

報
ほう

いるま No.1２３より） 

「消防組
しょうぼうぐみ

」→「警防団
けいぼうだん

」→「消防団
しょうぼうだん

」と、町
まち

の人
ひと

たちの

手
て

で守
まも

られてきた入間
い る ま

市域
し い き

の町
まち

でしたが、常設
じょうせつ

の消防
しょうぼう

組織
そ し き

として消防
しょうぼう

署
しょ

がつくられることとなりました。 

完成
かんせい

したころの消防
しょうぼう

署
しょ

 

（市
し

報
ほう

いるま No.117 より） 



 

               

 

 

 

 

◎☎
でんわ

１１９番
ばん

通報
つうほう

があったときの仕事
し ご と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

埼玉
さいたま

西部
せ い ぶ

消 防 局
しょうぼうきょく

の消防
しょうぼう

署
しょ

・分署
ぶんしょ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入間
いるま

消 防
しょうぼう

署
しょ

 

藤沢
ふじさわ

分署
ぶんしょ

 

西武
せいぶ

分署
ぶんしょ

  

狭山
さやま

消 防
しょうぼう

署
しょ

 

富士見
ふ じ み

分署
ぶんしょ

 

広瀬
ひろせ

分署
ぶんしょ

 

水野
みずの

分署
ぶんしょ

 

所 沢
ところざわ

中 央
ちゅうおう

消 防
しょうぼう

署
しょ

   

三ヶ島
み か じ ま

分署
ぶんしょ

 

山口
やまぐち

分署
ぶんしょ

  

所
ところ

沢 東
ざわひがし

消 防
しょうぼう

署
しょ

 

富岡
とみおか

分署
ぶんしょ

 

柳瀬
やなせ

分署
ぶんしょ

  

道路
ど う ろ

で見
み

かける、こんな形
かたち

のオレンジ色
いろ

のラ

イン、この真
ま

ん中
なか

の所
ところ

が「消火
しょうか

栓
せん

」です。入間
い る ま

市内
し な い

には約
やく

2,0７４か所あります。 

          （平成
へいせい

１０年
ねん

４月
がつ

現在
げんざい

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①通信
つうしん

指令係
しれいがかり

 

１１９番
ばん

の知らせ
し   

は、ここで受
う

けます。

災害
さいがい

の種類
しゅるい

や場所
ば し ょ

を聞
き

いて、それに応じた
おう    

出動
しゅつどう

指令
し れ い

を出
だ

します。 

また、警察
けいさつ

や病院
びょういん

、ガスや電力
でんりょく

の会社
かいしゃ

な

どに連絡
れんらく

します。 

（平成
へいせい

１０年
ねん

３月
がつ

コンピュータ化
か

されま

した。） 

②消 防 係
しょうぼうがかり

 

出動
しゅつどう

の指令
し れ い

が出る
で  

と、防火服
ぼうかふく

を着
き

て、火災
か さ い

の現場
げ ん ば

で消火
しょうか

活動
かつどう

にあたります。 

（消火
しょうか

活動
かつどう

の放水
ほうすい

は水
みず

の勢
いきお

いが強
つよ

いので

ぐらつかないように正
ただ

しい姿勢
し せ い

で構
かま

え

ます。） 

③救 急 係
きゅうきゅうがかり

 

救 急 車
きゅうきゅうしゃ

でけが人
   にん

・急 病 人
きゅうびょうじん

のいる所
ところ

に

向
む

かい、無線
む せ ん

で指示
し じ

された病院
びょういん

まで運
はこ

び

ます。平成
へいせい

３年
ねん

の救 急
きゅうきゅう

救命士法
きゅうめいしほう

により、

高度
こ う ど

な手当
て あ

てができるようになりました。 

（消防
しょうぼう

署
しょ

のなかで一番
いちばん

出番
で ば ん

の多
おお

い仕事
し ご と

で

す） 

④救 助 係
きゅうじょがかり

 

火事
か じ

や交通
こうつう

事故
じ こ

、その他
ほか

さまざまな事故
じ こ

の

ときに、人命
じんめい

救助
きゅうじょ

の仕事
し ご と

をします。特別
とくべつ

な

訓練
くんれん

を受
う

けている人
ひと

たちで救助
きゅうじょ

のための

器材
き ざ い

を載
の

せた救助
きゅうじょ

工作車
こうさくしゃ

やはしご車
しゃ

で

出動
しゅつどう

します。 

（制服
せいふく

も防火服
ぼうかふく

もオレンジ色
いろ

です。） 

◎普段
ふ だ ん

の仕事
し ご と

 

・いざというときのために、機械
き か い

の点検
てんけん

・訓練
くんれん

・

体操
たいそう

などをして備
そな

える。 

・町
まち

の消化
しょうか

施設
し せ つ

を点検
てんけん

をする。 

・町
まち

の人
ひと

たちに消火
しょうか

訓練
くんれん

や避難
ひ な ん

訓練
くんれん

、救命
きゅうめい

講習
こうしゅう

などの指導
し ど う

をする。 

・町
まち

の建物
たてもの

や施設
し せ つ

が、防災
ぼうさい

のうえで安全
あんぜん

につく

られているかチェックや指導
し ど う

をする。 

・防災
ぼうさい

についての広報
こうほう

活動
かつどう

をする。 …など。 

 

１１９番
ばん

の通報
つうほう

は、いつくるか

わかりません。そのため消防
しょうぼう

署
しょ

では、２４時間
  じ か ん

いつでも①～④

の仕事
し ご と

ができるように、職員
しょくいん

が

交
こう

替
たい

で働
はたら

いています。 

 

飯能
はんのう

日
ひ

高消防
だかしょうぼう

署
しょ

 

稲荷
い な り

分署
ぶんしょ

 

名栗
な ぐ り

分署
ぶんしょ

 

吾野
あ が の

分署
ぶんしょ

 

日高
ひ だ か

分署
ぶんしょ

 

高萩
たかはぎ

分署
ぶんしょ

 

消火
しょうか

栓
せん

に車
くるま

を止
と

め

られると、いざ！と

いうときに困
こま

りま

す。みんなで注意
ちゅうい

し

あいましょう！ 

消防
しょうぼう

署
しょ

は、僕
ぼく

たちの暮
くら

しを 

守
まも

るために、いろいろな仕事
し ご と

を

しているんだね。 

入間
い る ま

消防
しょうぼう

署
しょ

 

 

狭山
さ や ま

消防
しょうぼう

署
しょ

 

飯能
はんのう

日
ひ

高消防
だかしょうぼう

署
しょ

 

 

埼玉
さいたま

西部
せ い ぶ

消防局
しょうぼうきょく

（所沢
ところざわ

中央
ちゅうおう

消防
しょうぼう

署
しょ

） 

所沢
ところざわ

東
ひがし

消防
しょうぼう

署
しょ

 

 

消
防

し
ょ
う
ぼ
う

の
仕 し

事 ご
と 

消防
しょうぼう

本部
ほ ん ぶ

 

消防
しょうぼう

署
しょ

 

 市町村
しちょうそん

などの自治体
じ ち た い

に置
お

かれ、消防
しょうぼう

に関
かん

する仕事
し ご と

の運営
うんえい

や

管理
か ん り

、火事
か じ

の予防
よ ぼ う

などの活動
かつどう

を行
おこな

う。 

 

 消火
しょうか

・救助
きゅうじょ

・救 急
きゅうきゅう

などの消防
しょうぼう

活動
かつどう

のほか、防火
ぼ う か

や救命
きゅうめい

のための訓練
くんれん

の指導
し ど う

などを行
おこな

う。 

 



 いるま・こども郷土資料 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．１４ いるましのいじん 

―石川
いしかわ

幾太郎
い く た ろ う

と石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

― 

       

 

１．石川
いしかわ

幾太郎
い く た ろ う

  

 

  石川
いしかわ

幾太郎
いくたろう

は江戸
え ど

時代
じ だ い

も末
すえ

の１８５５年
ねん

に黒須村
くろすむら

（現在
げんざい

の入間市
い る ま し

 

黒須
く ろ す

）に金
きん

右
え

衛門
も ん

・だいの長男
ちょうなん

として生
う

まれました。その後
ご

多
おお

くの 

弟
おとうと

や 妹
いもうと

が生
う

まれ、石川家
いしかわけ

は８人
にん

兄弟
きょうだい

となりました。 

 ペリーの率
ひき

いるアメリカ軍艦
ぐんかん

（「黒船
くろふね

」と呼
よ

ばれました）の来航
らいこう

 

によって幕府
ばくふ

の治
おさ

める日本
にほん

はとても混乱
こんらん

していました。 

幕府
ば く ふ

は２３０年
ねん

以上
いじょう

続
つづ

いた鎖国
さ こ く

（外国
がいこく

との往
ゆ

き来
き

や商売
しょうばい

をしない） 

政策
せいさく

を改
あらた

め外国
がいこく

との貿易
ぼうえき

を開始
かいし

しました。 

                                    △石川
いしかわ

幾太郎
いくたろう

 

このことをめぐり薩摩
さ つ ま

（現在
げんざい

の鹿児島県
か ご し ま け ん

）や長 州
ちょうしゅう

（山口県
やまぐちけん

）等
など

の大
おお

きな大名
だいみょう

と幕府
ば く ふ

が対立
たいりつ

し、

貿易
ぼうえき

の開始
か い し

による米
こめ

の値上
ね あ

がりで貧
まず

しい農民
のうみん

の不満
ふ ま ん

が高
たか

まり、この地方
ち ほ う

でも「武州
ぶしゅう

世直
よ な お

し一揆
い っ き

」と

呼
よ

ばれる打
＊う 

ちこわしが起
お

きました。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治
め い じ

時代
じ だ い

に入
はい

り、やや遅
おく

れて茶
ちゃ

の栽培
さいばい

や商売
しょうばい

に乗
の

り 

出
だ

した幾太郎
いくたろう

は日本
＊にほん 

茶
ちゃ

の信用
しんよう

が落
お

ちたことによって 

「北海道
ほっかいどう

移民
い み ん

を考
かんが

える」ほどの損失
そんしつ

を出
だ

しますが、 

立
た

ち直
なお

り１８９３（明治
め い じ

２６）年
ねん

には豊岡町
とよおかまち

黒須
く ろ す

の地
ち

 

で手作業
てさぎょう

による製糸業
せいしぎょう

（蚕
かいこ

の繭
まゆ

から絹織物
きぬおりもの

の原料
げんりょう

と 

なる生糸
き い と

を作
つく

る工業
こうぎょう

）を始
はじ

めました。しかし、あまり 

利益
り え き

は出
で

なかったため早
はや

くも翌
よく

９４（明治
め い じ

２７）年
ねん

に 

は器械
き か い

による工場
こうじょう

に転換
てんかん

しました。廃業
はいぎょう

した工場
こうじょう

の   △石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

本店
ほんてん

工場
こうじょう

（黒須
く ろ す

） 

器械
き か い

を安
やす

くゆずり受
う

けて、無理
む り

をせずに経営
けいえい

にあたった  （現在
げんざい

は黒須
く ろ す

団地
だ ん ち

になっています） 

ようです。 

 開業
かいぎょう

したばかりで実績
じっせき

も信用
しんよう

もなかったため、最
もっと

も苦労
く ろ う

したのは 働
はたら

く若
わか

い 娘
むすめ

さんたちを集
あつ

めることでした。途方
と ほ う

に暮
く

れていた募集人
ぼしゅうにん

さんたちを泊
と

めてくれた勝沼
かつぬま

（山梨県
やまなしけん

）の農家
の う か

の娘
むすめ

さ

んたちを雇
やと

えたことからだんだんと信用
しんよう

がつき、その縁
えん

で石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

の豊岡
とよおか

・川越
かわごえ

・入間
い る ま

川
がわ

等
など

の

工場
こうじょう

には毎年
まいとし

多
おお

くの工女
こうじょ

さんが山梨
やまなし

県内
けんない

から働
はたら

きにくるようになりました。 

 

＊注
ちゅう

：明治
め い じ

１０年代
ねんだい

に入
はい

って茶
ちゃ

葉
ば

の中
なか

に染料
せんりょう

で緑色
みどりいろ

に染
そ

めたニセモノ
に せ も の

の葉
は

を混
ま

ぜて売
う

った業者
ぎょうしゃ

が出
で

たため、世界中
せかいじゅう

で不買
ふ ば い

運動
うんどう

や議会
ぎ か い

による輸入
ゆにゅう

禁止
き ん し

決議
け つ ぎ

が広
ひろ

がり、日本産
にほんさん

茶
ちゃ

葉
ば

は 急
きゅう

に売
う

れなく

なってしまいました。 

 

２.石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

の工場
こうじょう

は豊岡町
とよおかまち

から国内
こくない

各地
か く ち

へ 

  器械化
き か い か

された石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

は、美
うつく

しい絹織物
きぬおりもの

を求
もと

めるヨーロッパやアメリカへの輸出
ゆしゅつ

が好調
こうちょう

で、

順 調
じゅんちょう

に発展
はってん

を続
つづ

けました。 

その後
ご

、１９０２（明治
め い じ

３５）年
ねん

から１９１６（大正
たいしょう

５）年
ねん

にかけて幾太郎
いくたろう

は弟妹
きょうだい

たちの力
ちから

を

借
か

りて次々
つぎつぎ

に工場
こうじょう

を増
ふ

やしていきました。豊岡町
とよおかまち

鍵山
かぎやま

（第
だい

２工場
こうじょう

），川越町
かわごえまち

（第
だい

３工場
こうじょう

），入間川町
いるまがわまち

（第
だい

４工場
こうじょう

），豊岡町
とよおかまち

扇
おうぎ

町屋
ま ち や

（第
だい

５工場
こうじょう

）を次々
つぎつぎ

に開業
かいぎょう

したのです。こうして石川
いしかわ

製糸
せ い し

は多
おお

く

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・「石川家
いしかわけ

の人々
ひとびと

」を読
よ

む会
かい

 

農民
のうみん

や職人
しょくにん

・商人
しょうにん

たちの中
なか

での貧
まず

しい人々
ひとびと

と豊
ゆた

かな人々
ひとびと

との格差
か く さ

に怒
おこ

った人々
ひとびと

が豊
ゆた

かな大地主
おおじぬし

や商人
しょうにん

たちの店
みせ

や自宅
じ た く

をおそい、建物
たてもの

等
など

をこ

わした一揆
い っ き

。 

人
ひと

を傷
きず

つけることがないよう斧
おの

やのこぎり等
など

を武器
ぶ き

としたのが特色
とくしょく

。 

 



の生糸
き い と

を生産
せいさん

して輸出
ゆしゅつ

することで国
くに

の近代化
きんだいか

に必要
ひつよう

なお金
かね

をかせいだため、１９１２（大正
たいしょう

元
がん

）年
ねん

には天皇
てんのう

の使者
し し ゃ

がげきれいのため第
だい

３工場
こうじょう

を訪
おとず

れています。 

 その後
ご

も石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

は工場
こうじょう

や設備
せ つ び

を増
ふ

やして生産
せいさん

を拡大
かくだい

しました。現在
げんざい

の福島県
ふくしまけん

南相馬
みなみそうま

市
し

，

愛知県
あいちけん

，三重県
み え け ん

津
つ

市
し

を合
あ

わせて石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

の工場
こうじょう

は８カ所
か し ょ

にもなりました。                    

△各地に広がった石川組製糸の工場 

 

３.工女
こうじょ

たちの労働
ろうどう

と生活
せいかつ

、地域
ち い き

に広
ひろ

がるキリスト教
きょう

信仰
しんこう

 

 

  石川
いしかわ

幾太郎
いくたろう

の一族
いちぞく

は幾太郎
いくたろう

の 弟
おとうと

和助
わ す け

（三男
さんなん

）の影響
えいきょう

 

で製糸業
せいしぎょう

を始
はじ

める前
まえ

からキリスト教
きょう

を深
ふか

く信仰
しんこう

していま 

した。和助
わ す け

は「石川家
いしかわけ

家憲
か け ん

・家訓
か く ん

」を作
つく

って労働者
ろうどうしゃ

を家族
か ぞ く

 

のようにあつかうよう説
と

いていましたから、石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

で 

は工場
こうじょう

で働
はたら

く工女
こうじょ

たちを大切
たいせつ

にしました。 

                                            

△ デンマーク体操
たいそう

の授業
じゅぎょう

（夜学
や が く

）   

 

 貧
まず

しい生活
せいかつ

に慣
な

れた農家
の う か

出身
しゅっしん

の工女
こうじょ

たちには日
ひ

１０〜１１時間
じ か ん

もの工場
こうじょう

の労働
ろうどう

があまり辛
つら

く

感
かん

じなかったのかもしれません。本店
ほんてん

工場
こうじょう

（黒須
く ろ す

）の食堂
しょくどう

ではカレーライス等
など

当時
と う じ

の多
おお

くの農家
の う か

では食
た

べたことのないものまで出
で

ました。 

 工女
こうじょ

たちのためには夜学
や が く

も開設
かいせつ

されていました。         

  石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

では工女
こうじょ

たちはキリスト教
きょう

信仰
しんこう

を強
きょう

制
せい

されはしませんでしたが、讃美歌
さ ん び か

を歌
うた

うこと

は好
す

きだったようです。 

  教会
きょうかい

の近
ちか

くには石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

によって建
た

てられた西洋館
せいようかん

が今
いま

も 美
うつく

しい 姿
すがた

で建
た

っています。

西洋館
せいようかん

も武蔵
む さ し

豊岡
とよおか

教会
きょうかい

（１９２３年
ねん

完成
かんせい

）と同
おな

じ頃
ころ

からすでに９０年
ねん

以上
いじょう

も 私
わたし

たち入間
い る ま

市民
し み ん

を

見守
み ま も

り続
つづ

けているのです。 

     

＊＊注
ちゅう

：当時
と う じ

の法律
ほうりつ

で決
き

められた労働
ろうどう

時間
じ か ん

。石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

では月
つき

２回
かい

の休日
きゅうじつ

が認
みと

められていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△武蔵
む さ し

豊岡
とよおか

協会
きょうかい

              △西洋館
せいようかん

 

      

 

 

 

 

 

※現在
げんざい

入間市
い る ま し

では茶畑
ちゃばたけ

が広
ひろ

がっていますが、大正
たいしょう

１２年
ねん

頃
ごろ

の地図
ち ず

を見
み

ると、茶畑
ちゃばたけ

より

圧倒的
あっとうてき

に桑畑
くわばたけ

の面積
めんせき

が広
ひろ

いことが分
わ

かります。蚕
かいこ

（生糸
き い と

を紡
つむ

ぐための繭
まゆ

を作
つく

る昆虫
こんちゅう

）

の餌
えさ

は桑
くわ

の葉
は

であるため、入間市
い る ま し

ではたくさんの桑畑
くわばたけ

がありました。入間市
い る ま し

で茶畑
ちゃばたけ

の

面積
めんせき

が大
おお

きく増
ふ

えるのは戦後
せ ん ご

（昭和
しょうわ

２０年
ねん

）からです。 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．１５ 入間市
い る ま し

の学校
がっこう

（１）－小
しょう

学
がっ

校
こう

・中
ちゅう

学
がっ

校
こう

の移
うつ

り変
か

わり－  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢
ふじさわ

学校
がっこう

 

下藤沢
しもふじさわ

･不動院
ふどういん

 

霞
かすみ

川
がわ

学校
がっこう

 

扇
おうぎ

町屋
ま ち や

･長泉寺
ちょうせんじ

 

金子
か ね こ

東
ひがし

学校
がっこう

 

新築
しんちく

 

黒須
く ろ す

学校
がっこう

 

黒須
く ろ す

･蓮華院
れんげいん

 

小谷田
こ や た

学校
がっこう

 

小谷田
こ や た

･東光寺
とうこうじ

 

寺
てら

竹
だけ

連合
れんごう

 金子
か ね こ

学校
がっこう

 

金子
か ね こ

学校
がっこう

･谷ヶ貫
や が ぬ き

学校
がっこう

･美祢
み ね

学校
がっこう

   

の校舎
こうしゃ

をそのまま使用
し よ う

 

金子
か ね こ

東
ひがし

学校
がっこう

 

新久
あ ら く

･龍
りゅう

円寺
え ん じ

 

金子
か ね こ

学校
がっこう

 

寺
てら

竹
だけ

･高養寺
こうようじ

 

西狭山
にしさやま

学校
がっこう

 

･高根
た か ね

学校
がっこう

･福泉寺
ふくせんじ

 

･富士山
ふ じ や ま

学校
がっこう

･分校
ぶんこう

 

二本木
に ほ ん ぎ

学校
がっこう

 

寿昌寺
じゅしょうじ

 

宮寺
みやでら

学校
がっこう

 

清泰寺
せいたいじ

 

仏子
ぶ し

学校
がっこう

 

高正寺
こうしょうじ

 

野田
の だ

学校
がっこう

 

長徳寺
ちょうとくじ

 

霞
かすみ

川
がわ

学校
がっこう

分
ぶん

教室
きょうしつ

 

不動院
ふどういん

 

霞
かすみ

岡
おか

学校
がっこう

 

牛沢
うしざわ

の民家
み ん か

 

霞
かすみ

川
がわ

学校
がっこう

 

長泉寺
ちょうせんじ

 

霞
かすみ

岡
おか

学校
がっこう

分校 

龍
りゅう

円寺
え ん じ

 

谷ヶ
や が

貫
ぬき

学校
がっこう

 

上谷ヶ
か み や が

貫
ぬき

･
・

光円寺
こうえんじ

 

厚志
こ う し

学校
がっこう

 

豊泉寺
ふ せ ん じ

 

美祢
み ね

学校
がっこう

 

南峯
みなみみね

･
・

新築
しんちく

 

中神
なかがみ

学校
がっこう

 

中神
なかがみ

･豊泉寺
ふ せ ん じ

 

尋常小学藤沢学校
じんじょうしょうがくふじさわがっこう

 

藤沢
ふじさわ

尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

 

藤沢
ふじさわ

尋常
じんじょう

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

 

尋常小学豊岡学校
じんじょうしょうがくとよおかがっこう

 

第１校舎 長泉寺
ちょうせんじ

 

第２校舎 蓮華院
れんげいん

 

組合
くみあい

立
りつ

黒須
く ろ す

 

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

 

繁田茶工場 

尋常
じんじょう

小学
しょうがく

東金子
ひがしかねこ

学校
がっこう

 

龍
りゅう

円寺
え ん じ

 

尋常
じんじょう

小学
しょうがく

金子
か ね こ

学校
がっこう

 

金子
か ね こ

尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

 

金子
か ね こ

西尋常
にしじんじょう

小学校
しょうがっこう

 

学区
が っ く

:西
にし

三ッ木
み つ ぎ

～木蓮寺
もくれんじ

 

豊岡
とよおか

尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

 

豊岡
とよおか

尋常
じんじょう

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

 

豊岡
とよおか

高等
こうとう

 

小学校
しょうがっこう

 

東金子
ひがしかねこ

尋常
じんじょう

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

 

東金子
ひがしかねこ

尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

 

金子
か ね こ

東 尋 常
ひがしじんじょう

小学校
しょうがっこう

 

学区
が っ く

:根岸
ね ぎ し

～上谷ヶ
か み や が

貫
ぬき

 

金子
か ね こ

尋常
じんじょう

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

 

組合
くみあい

立元
りつもと

狭山
さ や ま

学校
がっこう

 

組合
くみあい

立
りつ

尋常
じんじょう

小学
しょうがく

有隣
ゆうりん

学校
がっこう

 仏子
ぶ し

尋常
じんじょう

 

小学校
しょうがっこう

 

野田
の だ

尋常
じんじょう

 

小学校
しょうがっこう

 

元加治
も と か じ

尋常
じんじょう

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

 

元加治
も と か じ

尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

 

宮寺
みやでら

尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

 

宮寺
みやでら

尋常
じんじょう

 

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

 

元狭山
もとさやま

尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

 

元狭山
もとさやま

尋常
じんじょう

 

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

 

上藤沢村
かみふじさわむら

･下藤沢村
しもふじさわむら

･ 扇
おうぎ

町屋
ま ち や

村
むら

･善蔵
ぜんぞう

新田
しんでん

が連合
れんごう

し

て扇町屋
おうぎまちや

村
むら

となったため

統合
とうごう

されてできた学校
がっこう

 

 

中神村
なかがみむら

と 

花ノ木
は な の き

村
むら

の

人
ひと

が通
かよ

った 

木蓮寺
もくれんじ

･南峯
みなみみね

･寺
てら

竹
だけ

･西
にし

三ツ木
み つ ぎ

 

上谷
か み や

ケ
が

貫
ぬき

･下谷
し も や

ケ
が

貫
ぬき

･花ノ木
は な の き

の７

村
そん

が連合
れんごう

して寺
てら

竹村
だけむら

になったこ

とから統合
とうごう

されてできた学校
がっこう

 

 

一度は合併したこと

もあったようです。 

一度
い ち ど

は合併
がっぺい

したこと

もあったようです。 

宮寺
みやでら

･二本木
に ほ ん ぎ

･高根
た か ね

･
・

駒形
こまがた

富士山
ふ じ や ま

栗原
くりばら

新田
しんでん

の５村
そん

が連合
れんごう

して

二本木村
に ほ ん ぎ む ら

になったことから統合
とうごう

されてできた学校
がっこう

 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

明治 6 年 明治 6 年 明治 6 年 明治 7 年 明治 7 年 明治 7 年 明治 7 年 明治 6 年 明治 6 年 明治 5 年 明治 7 年 明治 6 年 

上藤沢村
かみふじさわむら

 下藤沢村
しもふじさわむら

 善蔵
ぜんぞう

新田
しんでん

 扇
おうぎ

町屋
ま ち や

村
むら

 高倉村
たかくらむら

 黒須村
くろすむら

 小谷田村
こ や た む ら

 新久村
あらくむら

 根岸村
ねぎしむら

 中神村
なかがみむら

 花ノ木村
は な の き む ら

  

下谷ヶ
し も や が

貫
ぬき

村
むら

 西
にし

三ツ木村
み つ ぎ む ら

 南峯村
みなみみねむら

 

上谷ヶ
か み や が

貫
ぬき

村
むら

 寺
てら

竹村
だけむら

 木蓮
もくれん

寺村
じ む ら

 （瑞穂町
みずほまち

） 二本木村
に ほ ん き む ら

   宮寺村
みやでらむら

    仏子村
ぶ し む ら

   野田村
の だ む ら

  

 

※明治
め い じ

時代
じ だ い

中頃
なかごろ

のことについては、資料
しりょう

が少なく
す く な く

、不明確
ふめいかく

な部分
ぶ ぶ ん

もあります。  

 参考
さんこう

資料
しりょう

は、№１６にまとめました。 

黒須
く ろ す

･
・

高倉
たかくら

･
・

小谷田
こ や た

･
・

新久
あ ら く

･
・

中神
なかがみ

･
・

根岸
ね ぎ し

の

６村
６ む ら

が連合
れんごう

して黒須
く ろ す

村
むら

となったため統合
とうごう

されてできた学校
がっこう

 

龍
りゅう

円寺
え ん じ

という説
せつ

も

ありますが、ここで

は「埼玉県
さいたまけん

教育史
きょういくし

」

によりました。 

小谷田村
こ や た む ら

と新久村
あらくむら

が合併
がっぺい

し、東金子
ひがしかねこ

村
むら

ができたため

独立
どくりつ

してできた。 

寺
てら

竹村
だけむら

に中神
なかがみ

村
むら

･根岸村
ねぎしむら

を加
くわ

えた９村
そん

が合併
がっぺい

して金子
か ね こ

村
むら

になり統合
とうごう

されてできた学校
がっこう

 

 

当時
と う じ

、このあた

りで、唯一
ゆいいつ

の 

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

 

明治 8 年 明治 8 年 

明治13年 

明治13年 

明治22年 

明治13年 

明治19年 明治19年 

明治22年 明治22年 

明治25年 明治25年 

明治41年 
明治37年 

明治32年 明治32年 

大正12年 

大正 2 年 

明治18年 

明治22年 明治20年 

明治36年 

明治32年 明治32年 

大正12年 

明治43年 

明治32年 明治32年 

明治32年 

明治27年 明治27年 

明治32年 

明治27年 明治33年 

明治
め い じ

34年
ねん

、白
しら

鬚
ひげ

神社
じんじゃ

のとなり（現在
げんざい

の

境内
けいだい

）へ引越
ひっこし

 

野田
の だ

学校
がっこう

という名前
な ま え

は明治
め い じ

8年
ねん

から 

明治
め い じ

40年
ねん

、現在地
げんざいち

に校舎
こうしゃ

が

完成
かんせい

、校舎
こうしゃ

が一
ひと

つにまとまる 

町村制
ちょうそんせい

により、５村
そん

の

連合
れんごう

が解消
かいしょう

し、新
あら

たに

宮寺村
みやでらむら

と元
もと

狭山村
さやまむら

が

成立
せいりつ

し、組合
くみあい

で運営
うんえい

した

学校
がっこう

 

宮寺村
みやでらむら

と元
もと

狭山村
さやまむら

がそれぞ

れ学校
がっこう

を持
も

つために分離
ぶ ん り

 

野田
の だ

の校舎
こうしゃ

を使用
し よ う

。

仏子
ぶ し

校舎
こうしゃ

は 1･2年
ねん

生
せい

が通
かよ

う仏
ぶ

子
し

分
ぶん

散
さん

場
じょう

となる 

明治
め い じ

33年
ねん

、今
いま

の

まるひろ百貨店
ひゃっかてん

の所
ところ

へ引越
ひっこし

 

今
いま

は、南峯
みなみみね

公
こう

会堂
かいどう

 

現在
げんざい

の瑞穂
み ず ほ

第三
だいさん

小学校
しょうがっこう

の所
ところ

へ引越
ひっこし

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢
ふじさわ

国民
こくみん

学校
がっこう

 

初等科
しょとうか

 高等科
こうとうか

 

豊岡
とよおか

国民
こくみん

学校
がっこう

 

初等科
しょとうか

 高等科
こうとうか

 

 

東金子
ひがしかねこ

国民
こくみん

学校
がっこう

 

初等科
しょとうか

 高等科
こうとうか

 

 

金子
か ね こ

国民学
こくみんがく

 

初等科
しょとうか

 高等科
こうとうか

 

校 

 

元狭山
もとさやま

国民
こくみん

学校
がっこう

初等科
しょとうか

 高等科
こうとうか

 

 

 

宮寺
みやでら

国民
こくみん

学校
がっこう

初等科
しょとうか

 高等科
こうとうか

 

 

 

元加治
も と か じ

国民
こくみん

学校
がっこう

初等科
しょとうか

 高等科
こうとうか

 

 

 
藤
沢

ふ
じ
さ
わ

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

豊
岡

と
よ
お
か

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

藤沢
ふじさわ

中学校
ちゅうがっこう

 

藤沢
ふじさわ

小学校
しょうがっこう

の校舎
こうしゃ

の 

一部
い ち ぶ

を使
つか

って開校
かいこう

 

金子
か ね こ

中学校
ちゅうがっこう

 

金子
か ね こ

小学校
しょうがっこう

の校舎
こうしゃ

の 

一部
い ち ぶ

を使
つか

って開校
かいこう

 

東金子
ひがしかねこ

中学校
ちゅうがっこう

 

東金子
ひがしかねこ

小学校
しょうがっこう

の校舎
こうしゃ

の 

一部
い ち ぶ

を使
つか

って開校
かいこう

 

豊岡
とよおか

中学校
ちゅうがっこう

 

豊岡
とよおか

小学校
しょうがっこう

の校舎
こうしゃ

の 

一部
い ち ぶ

を使
つか

って開校
かいこう

 

金
子

か

ね

こ

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

宮
寺

み
や
で
ら

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

元
狭
山

も
と
さ
や
ま

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

宮寺村
みやでらむら

・元狭山村
もとさやまむら

 

学校
がっこう

組合
くみあい

立
りつ

狭山
さ や ま

中学校
ちゅうがっこう

 

旧陸軍
きゅうりくぐん

狭山
さ や ま

飛行
ひ こ う

場内
じょうない

の兵舎
へいしゃ

と敷地
し き ち

の

払
はら

い下
さ

げを受
う

けて校舎
こうしゃ

とした 

元加治
も と か じ

中学校
ちゅうがっこう

 

元加治
も と か じ

小学校
しょうがっこう

の校舎
こうしゃ

の 

一部
い ち ぶ

を使
つか

って開校
かいこう

 

藤
沢

ふ
じ
さ
わ

北 き
た

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

藤
沢

ふ
じ
さ
わ

東
ひ
が
し

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

豊
岡

と
よ
お
か

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

東

町

あ
ず
ま
ち
ょ
う

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

高
倉

た
か
く
ら

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

黒
須

く

ろ

す

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

扇
お
う
ぎ

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

東
金
子

ひ
が
し
か
ね
こ

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

新
久

あ

ら

く

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 金

子

か

ね

こ

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

狭
山

さ

や

ま

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

宮
寺

み
や
で
ら

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

西
武

せ

い

ぶ

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

仏
子

ぶ

し

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

南
みなみ

中学校
ちゅうがっこう

 

東金子
ひがしかねこ

中学校
ちゅうがっこう

 

北中
きたちゅう

学校
がっこう

 

西武
せ い ぶ

中学校
ちゅうがっこう

 

昭
和
22
年 

昭
和
22
年 

昭
和
22
年 

昭
和
22
年 

昭
和
51
年 

昭
和
47
年 

昭
和
22
年 

昭
和
47
年 

昭
和
50
年 

昭
和
54
年 

藤
沢

ふ
じ
さ
わ

南
み
な
み

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

藤
沢

ふ
じ
さ
わ

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う 

昭
和
56
年 

昭
和
59
年 

昭
和
56
年 

昭
和
56
年 

昭和16年 昭和16年 昭和16年 昭和16年 昭和16年 

昭和31年 

昭和16年 

東金子
ひがしかねこ

小学校
しょうがっこう

 

昭和22年 

昭和29年 

昭和16年 

南
みなみ

小学校
しょうがっこう

 

東金子
ひがしかねこ

小学校
しょうがっこう

 

東金子
ひがしかねこ

村
むら

と元加治
も と か じ

村
むら

が合併
がっぺい

、西武町
せいぶまち

となり、名称
めいしょう

変更
へんこう

 

東金子
ひがしかねこ

村
むら

が西武
せ い ぶ

町
まち

から分離
ぶ ん り

して武蔵
む さ し

町立
ちょうりつ

となる。 昭和31年 

元加治
も と か じ

小学校
しょうがっこう

 

昭和22年 

昭和29年 

北
きた

小学校
しょうがっこう

 

元加治
も と か じ

小学校
しょうがっこう

 

東金子
ひがしかねこ

村
むら

と元加治
も と か じ

村
むら

が合併
がっぺい

、西武町
せいぶまち

となり、名称
めいしょう

変更
へんこう

 

東金子
ひがしかねこ

村
むら

が西武
せ い ぶ

町
まち

から分離
ぶ ん り

してため

名称
めいしょう

変更
へんこう

 

昭和
しょうわ

42年
ねん

から

入間
い る ま

市立
し り つ

となる。 

昭和22年 昭和22年 昭和22年 昭和22年 昭和22年 昭和22年 

東金子
ひがしかねこ

村
むら

と元加治
も と か じ

村
むら

が合併
がっぺい

、西武町
せいぶまち

となり、名称
めいしょう

変更
へんこう

 

昭和29年 

昭和31年 

東金子
ひがしかねこ

村
むら

が西武
せ い ぶ

町
まち

から分離
ぶ ん り

して武蔵
む さ し

町立
ちょうりつ

となる。 

昭和58年 

藤沢
ふじさわ

中学校
ちゅうがっこう

 

昭和63年 

昭和53年 

昭和59年 
向原
むこうはら

中学校
ちゅうがっこう

 

上
かみ

藤沢
ふじさわ

中学校
ちゅうがっこう

 

東 町
あずまちょう

中学校
ちゅうがっこう

 

西武
せ い ぶ

中学校
ちゅうがっこう

 豊岡
とよおか

中学校
ちゅうがっこう

 

東金子
ひがしかねこ

中学校
ちゅうがっこう

 

武蔵
む さ し

中学校
ちゅうがっこう

 

金子
か ね こ

中学校
ちゅうがっこう

 

黒須
く ろ す

中学校
ちゅうがっこう

 

昭和55年 

昭和
しょうわ

37年
ねん

、合併
がっぺい

のため、

東金子
ひがしかねこ

中学校
ちゅうがっこう

と狭山
さ や ま

中学校
ちゅうがっこう

は閉校
へいこう

となり、

武蔵
む さ し

中学校
ちゅうがっこう

ができる。 

昭和37年 

昭和
しょうわ

25年
ねん

に

現在地
げんざいち

へ引越
ひっこし

 

東金子
ひがしかねこ

村
むら

と元加治
も と か じ

村
むら

が合併
がっぺい

、西武町
せいぶまち

となり、名称
めいしょう

変更
へんこう

 

東金子
ひがしかねこ

村
むら

が西武
せ い ぶ

町
まち

から分離
ぶ ん り

してため

名称
めいしょう

変更
へんこう

 

野田
の だ

中学校
ちゅうがっこう

 

平成 2 年 

昭和31年 

昭和29年 

昭和
しょうわ

42年
ねん

、

入間市
い る ま し

に合併
がっぺい

 

昭和
しょうわ

23年
ねん

、現在
げんざい

の

図書館
としょかん

藤沢
ふじさわ

分館
ぶんかん

の

所
ところ

へ引越
ひっこし

 昭和
しょうわ

40

年
ねん

、現在
げんざい

地
ち

へ引越
ひっこし

 

昭和
しょうわ

24年
ねん

、今
いま

の

まるひろ百貨店
ひゃっかてん

のあたりへ引越
ひっこし

 現在
げんざい

、大妻女子
おおつまじょし

大学
だいがく

のある辺
あた

り 

昭和
しょうわ

60年
ねん

に

現在地
げんざいち

へ引越
ひっこし

 

昭和
しょうわ

33年
ねん

、元狭山村
もとさやまむら

の分村
ぶんそん

により、

東京都
とうきょうと

瑞穂町
みずほまち

、 

瑞穂
み ず ほ

第三
だいさん

小学校
しょうがっこう

と

分
わ

かれました。 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．１６ 入間市
い る ま し

の学校
がっこう

（２）  

 －歴
れき

史
し

（寺
てら

子
こ

屋
や

から戦
せん

後
ご

まで）－ 
 

○学校
がっこう

ができる以前
い ぜ ん

 … 江戸
え ど

時代
じ だ い

、武士
ぶ し

の子ども
こ   

は「藩校
はんこう

」とよばれる学校
がっこう

に通
かよ

いましたが、 

庶民
しょみん

の子ども
こ   

は「寺子屋
て ら こ や

」という塾
じゅく

のような所
ところ

で勉強
べんきょう

していました。 

入学
にゅうがく

する年
とし

や通
かよ

う期間
き か ん

もいろいろですが、この辺
あた

りでは９歳
さい

位
ぐらい

から４～５年
  ねん

通
かよ

ったようです。 

・江戸
え ど

時代
じ だ い

も中
なか

ごろになると、人々
ひとびと

の 

生活
せいかつ

にゆとりが生
う

まれてきたこと。 

・読
よ

み書
か

きなどができると、給 料
きゅうりょう

の高い
たか  

職 業
しょくぎょう

に付
つ

く 

ことができ、よりよい生活
せいかつ

ができるという風潮
ふうちょう

。 

 

 

 

現在
げんざい

の埼玉県
さいたまけん

の地
ち

域内
いきない

には１４６２か所
      か し ょ

、そのうち入間
い る ま

市域
し い き

には５３か所
   か し ょ

の寺子屋
て ら こ や

があったことが

分
わ

かっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入間
い る ま

市域
し い き

でも１８３０年代
       ねんだい

以降
い こ う

、寺子屋
て ら こ や

の数
かず

が増
ふ

えていきました。 

（明治
め い じ

５年
  ねん

の「学制
がくせい

」発布
は っ ぷ

により学校
がっこう

がつくられるようになると、寺子屋
て ら こ や

は、しだいに姿
すがた

を消
け

して

いきます。） 

明治
め い じ

５年
  ねん

 

（１８７２年
       ねん

） 

 

 

 

 

 

昔
むかし

は、ノートやえん

ぴつが少なかったの

で、「石
せき

板
ばん

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明
めい

治
じ

１７年
ねん

 

（１８８４年
ねん

） 

明治
め い じ

１９年
   ねん

 

（１８８６年
       ねん

） 

 

 

明治
め い じ

政府
せ い ふ

により「学制
がくせい

」が定
さだ

められ、各地
か く ち

に学校
がっこう

ができる。 

この制度
せ い ど

は義務
ぎ む

教育
きょういく

の理念
り ね ん

を初
はじ

めて表
あらわ

したもので、日本
にっぽん

の近代
きんだい

教育
きょういく

のス

タートとされています。 

明治
め い じ

６年
ねん

、入間県
いるまけん

（当時
と う じ

、入間市
い る ま し

が属して
ぞく    

いた県
けん

）では寺子屋
て ら こ や

教育
きょういく

を廃止
は い し

し、募金
ぼ き ん

で学校
がっこう

を設立
せつりつ

すること、という方針
ほうしん

を出
だ

しました。 

しかし、実際
じっさい

には、子どもが家
いえ

の手伝
て つ だ

いをしていたり、学校
がっこう

の月謝
げっしゃ

が払
はら

え

なかったりして、就学率
しゅうがくりつ

（学校
がっこう

へ行って
い   

いる子
こ

の割合
わりあい

）は、明
めい

治
じ

６年
ねん

で 

２８％ぐらいでした。（男
おとこ

の子
こ

 ３９．９％、女
おんな

の子
こ

 １５．１％） 

このころの学校
がっこう

は、村
むら

の人
ひと

たちの募金
ぼ き ん

で建
た

てることとされていたので、な

かなか新しい
あたら   

建物
たてもの

をつくることができず、昔
むかし

からあったお寺
てら

や民家
み ん か

を教
きょう

室
しつ

にしていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「連合
れんごう

戸
こ

長役場
ちょうやくば

制度
せ い ど

」ができる。各町村
かくちょうそん

の役場
や く ば

を廃止
は い し

して、平均
へいきん

５市町村
しちょうそん

が連合
れんごう

して、一
ひと

つの役場
や く ば

を置
お

く制度
せ い ど

。 

「小学校令
しょうがっこうれい

」が公布
こ う ふ

され、小学校
しょうがっこう

は「尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

」と「高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

」

とに分
わ

けられる。 

・尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

（４か年
   ねん

）[義務
ぎ む

教育
きょういく

]  

「修身
しゅうしん

」（道徳
どうとく

についての授業
じゅぎょう

）、「読書
どくしょ

」、「作文
さくぶん

」、「習字
しゅうじ

」、「算術
さんじゅつ

」、「体操
たいそう

」、

その他
ほか

「図画
ず が

」や「唱歌
しょうか

」などといった科目
か も く

の勉強
べんきょう

をしました。 

・高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

（４か年
   ねん

）新
あら

たに「歴史
れ き し

」と「理科
り か

」が加
くわ

わる。 

 

 

 

Q
しつもん

．入間市
い る ま し

に最初
さいしょ

に寺子屋
て ら こ や

を開
ひら

いたお師匠
  ししょう

さんは？ 

高倉村
たかくらむら

の田代
た し ろ

秀
（？

祐
）

さん … 高倉村
たかくらむら

・扇
おうぎ

町屋
ま ち や

村
むら

・黒須村
くろすむら

・小谷田村
こ や た む ら

・仏子村
ぶ し む ら

などから 

              子ども
こ   

が通
かよ

っていました。 

二本木村
に ほ ん ぎ む ら

の笹
ささ

川柳
がわりゅう

白
はく

さん … 越後
え ち ご

（今
いま

の新潟県
にいがたけん

）出身
しゅっしん

の人
ひと

。近く
ち か く

の人
ひと

たちが 

               １００人
    に ん

以上
いじょう

通
とお

っていました。 

              ※師匠
ししょう

の名前
な ま え

などは筆子
ふ で こ

墓碑
ぼ ひ

（生徒
せ い と

たちが建
た

てた師匠
ししょう

のお墓
  はか

）

などから知
し

ることができます。 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

寺子屋
て ら こ や

の数
かず

は、江戸
え ど

時代
じ だ い

の中
なか

ごろ 

から終
お

わりにかけて、どんどん増
ふ

えて、都会
と か い

だけではなく、地方
ち ほ う

の町
まち

や村
むら

にも広
ひろ

がっていきました。 

 

 
入間市
い る ま し

 寺子屋
て ら こ や

事情
じじょう

 

明
めい

治
じ

１０年
ねん

の宮寺
みやでら

小学校
しょうがっこう

の校則
こうそく

 

・授業
じゅぎょう

時間
じ か ん

は午前
ご ぜ ん

９時
 じ

～午後
ご ご

３時
 じ

（夏
なつ

は午前
ご ぜ ん

７時
 じ

～１２時
  じ

）の６０分
   ぷん

授業
じゅぎょう

。 

・夏休み
なつやすみ

は５/２１～６/９（お茶づくり
ち ゃ     

や養蚕業
ようさんぎょう

の忙
いそ

しい時期
じ き

に合
あ

わせ

ていた。）・冬休み
ふゆやす  

は１２/２６～１/７ 

・毎
まい

月
つき

・月
つき

の始めの日
ひ

から入学
にゅうがく

できる。 

 

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

とは・・・尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

を卒業
そつぎょう

したあと勉強
べんきょう

を続けたい人
ひと

が進学
しんがく

する学校
がっこう

。入間市
い る ま し

には当時
と う じ

、黒須
く ろ す

に１校
こう

あるだけだったので、

入間市
い る ま し

・狭山
さ や ま

市域
し い き

など広範囲
こうはんい

から生徒
せ い と

が通
かよ

っていた。 

埼玉
さいたま

県内
けんない

の６４７校
こう

のうち、５１６校
こう

は

お寺
てら

を使
つか

っていました。（明治
め い じ

９年
ねん

） 



明治
め い じ

２１年
ねん

 

（１８８８年
ねん

） 

 

明治
め い じ

２３年
   ねん

 

（１８９０年
       ねん

） 

 

 

明治
め い じ

３３年
   ねん

 

（１９００年
       ねん

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治
め い じ

４０年
   ねん

 

（１９０７年
       ねん

） 

 

 

昭和
しょうわ

に、入
はい

ると 

 

 

 

 

 

 

「町村制
ちょうそんせい

」の公布
こ う ふ

。「連合
れんごう

戸
こ

長役場
ちょうやくば

制度
せ い ど

」は廃止
は い し

され、町村
ちょうそん

合併
がっぺい

により新
あたら

しい町村
ちょうそん

が成立
せいりつ

する。これにより、藤沢村
ふじさわむら

、豊岡町
とよおかまち

、東金子
ひがしかねこ

村
むら

、金子
か ね こ

村
むら

、

元狭山村
もとさやまむら

、宮寺村
みやでらむら

、元加治
も と か じ

村
むら

、ができる。 

この年
とし

、「教育
きょういく

勅語
ちょくご

」（教育
きょういく

についての方針
ほうしん

を示
しめ

したもの）と、それを反映
はんえい

した内容
ないよう

の、新しい
あたら   

「小学校令
しょうがっこうれい

」が出
だ

される。 

（「天皇
てんのう

に忠誠
ちゅうせい

を尽
つ

くして国
くに

を愛する
あい    

」という『道徳
どうとく

教育
きょういく

』が教育
きょういく

の一番
いちばん

の目的
もくてき

となりました。） 

尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

４年間
  ねんかん

（義務
ぎ む

教育
きょういく

の期間
き か ん

）の授 業 料
じゅぎょうりょう

が無料
むりょう

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小学校令
しょうがっこうれい

」を改定
かいてい

して、 

・尋常
じんじょう

小学校
しょうがっこう

の学年
がくねん

を４か年
    ねん

から６か年
    ねん

に    それぞれ 

・高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

の学年
がくねん

を４か年
    ねん

から２か年
    ねん

に     変更
へんこう

しました。 

これにより、義務
ぎ む

教育
きょういく

の期間
き か ん

は６年間
  ねんかん

となりました。 

「日本
にっぽん

は神
かみ

である天皇
てんのう

がおさめる神国
しんこく

である」という、国
くに

の考
かんが

え方
かた

が学校
がっこう

の教育
きょういく

内容
ないよう

にも影響
えいきょう

をあたえるようになる。それにより、 

①奉安
ほうあん

殿
でん

（天皇
てんのう

の肖像
しょうぞう

写真
しゃしん

と教育
きょういく

勅語
ちょくご

を入れた
い   

建物
たてもの

。学校
がっこう

の中
なか

で一番
いつばん

大切
たいせつ

な場所
ば し ょ

とされた。） 

②二宮
にのみや

金
きん

次郎
じ ろ う

の像
ぞう

（薪
たきぎ

を背負
せ お

って本
ほん

を読む
よ  

姿
すがた

をしている。小学校
しょうがっこう

の見習
み な ら

うべきお手本
  てほん

とされた。） 

この２つのものが、小学校
しょうがっこう

にだんだん置
お

かれるようになっていった。 

昭和
しょうわ

１６年
    ねん

 

（１９４１年
ねん

） 

 

 

 

 

昭和
しょうわ

２２年
ねん

 

（１９４７年
ねん

） 

 

 

 

 

 

昭和
しょうわ

４０年
ねん

代
だい

 

昭和
しょうわ

３１年
ねん

 

昭和
しょうわ

４１年
ねん

 

 

「国民
こくみん

学校令
がっこうれい

」により、小学校
しょうがっこう

は「国民
こくみん

学校
がっこう

」と名前
な ま え

を変
か

える。 

（初等科
しょとうか

６か年
   ねん

・高等科
こうとうか

２か年
    ねん

の８年制
  ねんせい

） 

昭和
しょうわ

１２年
    ねん

に日中
にっちゅう

戦争
せんそう

が始
はじ

まり、国民
こくみん

すべてをあげて外国
がいこく

との戦争
せんそう

にあた

るため、授業
じゅぎょう

の内容
ないよう

も見直
み な お

され、団体
だんたい

訓練
くんれん

や精神
せいしん

教育
きょういく

に重点
じゅうてん

がおかれる

ようになった。 

 

昭和
しょうわ

２０年
ねん

にアジア・太平洋
たいへいよう

戦争
せんそう

終戦
しゅうせん

後
あと

、国
くに

の政策
せいさく

が変わり
か   

、教育
きょういく

方針
ほうしん

も

国民
こくみん

みんなの意見
い け ん

で決める
き   

こととされた。 

そのため「教育
きょういく

基本法
きほんほう

」と「学校
がっこう

教育法
きょういくほう

」が制定
せいてい

された。これにより、 

国民
こくみん

学校
がっこう

初等科
しょとうか

→「小学校
しょうがっこう

」（６か年
    ねん

） と、名前
な ま え

を変え
か  

、この９か年
    ねん

が 

国民
こくみん

学校
がっこう

高等科
こうとうか

→「中学校
ちゅうがっこう

」（３か年
    ねん

）  義務
ぎ む

教育
きょういく

となった。（六
ろく

・三制
さんせい

） 

敗戦
はいせん

による混乱
こんらん

や荒廃
こうはい

の中
なか

、準備
じゅんび

期間
き か ん

も短くて
みじか   

、校舎
こうしゃ

や先生
せんせい

などの条件
じょうけん

が

整
ととの

わないうちの新しい
あたら   

学校
がっこう

制度
せ い ど

のスタートでした。 

都市化
と し か

による人口
じんこう

の急増
きゅうぞう

で、新
あたら

しい学校
がっこう

が次々
つぎつぎ

と誕生
たんじょう

する。 

武蔵町
むさしまち

ができる。 

入間市
い る ま し

ができる。 

 

 

 

その結果
け っ か

、就学率
しゅうがくりつ

（学校
がっこう

へ行く
い  

子ども
こ   

の割合
わりあい

）が上
あ

がる！ 

 全国
ぜんこく

 埼玉県
さいたまけん

 

明治
め い じ

２９年
ねん

 

↓ 

明治
め い じ

３４年
ねん

 

６４．２％ 

↓ 

８８．０％ 

５５．７％ 

↓ 

９５．７％ 

明治
め い じ

時代
じ だ い

の終
おわ

りごろには、 

 ほとんどの子ども
こ   

が学校
がっこう

へ行って
い   

おり、

義務
ぎ む

教育
きょういく

の制度
せ い ど

が固
かた

まりました。 

明治
め い じ

３０年代
    ねんだい

ごろから

各地
か く ち

の小学校
しょうがっこう

で、高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

をあわせて設置
せ っ ち

するようになり、名前
な ま え

も

「尋常
じんじょう

高等
こうとう

小学校
しょうがっこう

」と

なりました。 

 

戦争
せんそう

のときにはいろいろな歴史
れ き し

が隠
かく

されていたのだ。 

このようにして、今
いま

みんなが通
かよ

っている学校
がっこう

になったのです！ 

Ｎｏ１５･１６の参考
さんこう

資料
しりょう

 

「入間市史
い る ま し し

」（通史編
つうしへん

・近代
きんだい

資料編
しりょうへん

Ⅰ） 「いるまし」（昭和
しょうわ

56年刊
ねんかん

・社会科
しゃかいか

副読本
ふくどくほん

） 

「入間市
い る ま し

のあゆみ」 「宮寺
みやでら

小史
しょうし

」 「瑞穂町史
み ず ほ ま ち し

」 「埼玉県
さいたまけん

教育史
きょういくし

」 「金子
か ね こ

中学校
ちゅうがっこう

創立
そうりつ

５０周年
   しゅうねん

記念誌
き ね ん し

」 

「史誌
し し

－西武
せ い ぶ

中学校
ちゅうがっこう

５０年
ねん

の歩み
あ ゆ み

」 「歩み
あ ゆ み

－武蔵
む さ し

中学校
ちゅうがっこう

開校
かいこう

３０周年
しゅうねん

記念誌
き ね ん し

」 「藤沢
ふじさわ

中学校
ちゅうがっこう

創立
そうりつ

５０記念誌
き ね ん し

」 

「豊岡
とよおか

小学校
しょうがっこう

開校
かいこう

百周年
ひゃくしゅうねん

記念誌
き ね ん し

」 「藤沢
ふじさわ

小学校
しょうがっこう

開校
かいこう

百周年
ひゃくしゅうねん

記念誌
き ね ん し

」 「東金子
ひがしかねこ

小学校
しょうがっこう

開校
かいこう

百周年
ひゃくしゅうねん

記念誌
き ね ん し

」 

「宮寺
みやでら

小学校
しょうがっこう

開校
かいこう

百周年
ひゃくしゅうねん

記念誌
き ね ん し

」 「道
みち

－狭山
さ や ま

小学校
しょうがっこう

開校
かいこう

３０記念誌
き ね ん し

」 「西武
せ い ぶ

小学校
しょうがっこう

開校
かいこう

１１０記念誌
き ね ん し

」 

「町村
ちょうそん

物語
ものがたり

」（入間市
い る ま し

文化
ぶ ん か

財
ざい

同好会
どうこうかい

） 「豊岡町史
とよおかちょうし

」 「学校
がっこう

沿革史
えんかくし

」 「図説
ず せ つ

埼玉県
さいたまけん

の歴史
れ き し

」（河出
か わ で

書房
しょぼう

新社
しんしゃ

） 

「朝日
あ さ ひ

百科
ひゃっか

日本
に ほ ん

の歴史
れ き し

」（朝日
あ さ ひ

新聞社
しんぶんしゃ

） 「図説
ず せ つ

学習
がくしゅう

日本
に ほ ん

の歴史
れ き し

」（旺文社
おうぶんしゃ

） 

昔
むかし

の学校
がっこう

の様子
よ う す

については、 

「学校
がっこう

のうつりかわり」（岩崎
いわさき

書房
しょぼう

） 「みんなの学校
がっこう

・昔
むかし

と今
いま

」（小峰
こ み ね

書房
しょぼう

） 

「学校
がっこう

と子
こ

どもの生活
せいかつ

１００年
ねん

」（ＰＨＰ研究所
けんきゅうじょ

） 「写真
しゃしん

と作文
さくぶん

でつづる昭和
しょうわ

の子どもたち」（学習
がくしゅう

研究社
けんきゅうしゃ

） 

などの本
ほん

に、写真
しゃしん

や図
ず

が載
の

っています。 

表
ひょう

の作成
さくせい

にあたっては、昼間
ひ る ま

昭三
しょうぞう

氏
し

にお世
せ

話
わ

になりました。感謝
かんしゃ

を申
もう

し上
あ

げます。 



 

いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．１７ 「新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

」にみる 

江戸
え ど

時代
じ だ い

の入間
い る ま

（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸
え ど

時代
じ だ い

に、「武蔵
む さ し

の国
くに

」（現在
げんざい

の東京都
とうきょうと

と埼玉県
さいたまけん

のあたり）の地理
ち り

などについて、幕府
ば く ふ

がまとめた本
ほん

。 

江戸
え ど

の昌
しょう

平坂
へいざか

学問所
がくもんしょ

で大学頭
だいがくのかみ

 林
はやし

 衡
たいら

（述
じゅつ

斎
さい

）のもと、文化
ぶ ん か

７年
  ねん

（１８１０）より文政
ぶんせい

１１年
   ねん

 

（１８２８）までの間
あいだ

にまとめられ、天保
てんぽう

元年
がんねん

（１８３０）に本
ほん

が完成
かんせい

した。全部
ぜ ん ぶ

で２６６巻
かん

。 

武蔵
む さ し

の国
くに

のすべての町
まち

や村
むら

について書かれて
か     

いるので、江戸
え ど

時代
じ だ い

のころのようすを知る
し  

ための貴重
きちょう

な

資料
しりょう

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入間郡
い る ま ぐ ん

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

」とは？ 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

記事
き じ

のなかからえらん

でのせました。原則
げんそく

と

して説明
せつめい

は原文
げんぶん

の内容
ないよう

をわかりやすくまと

め、現在
げんざい

の名前
な ま え

や、現在
げんざい

わかっていることには

【 】をつけました。

参考
さんこう

資料
しりょう

は No.１９に

まとめてのせます。 

「武蔵
む さ し

」はこのあたりのむかしの地名
ち め い

だよ。 

 

・土地
と ち

の人
ひと

がいうには、むかしは「上藤沢
かみふじさわ

」・「中藤沢
なかふじさわ

」・「下藤沢
しもふじさわ

」の３つの村
むら

であったという。 

・民家
み ん か

の数
かず

は、上藤沢
かみふじさわ

３０戸
  こ

あまり、中藤沢
なかふじさわ

３８戸
  こ

、下藤沢
しもふじさわ

１００戸
  こ

あまり。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ  

入間
い る ま

野
の

…「建
けん

久
きゅう

４年
  ねん

（１１９３）に、源 頼 朝
みなもとのよりとも

（鎌倉
かまくら

幕府
ば く ふ

をひらいて征夷
せ い い

大将軍
たいしょうぐん

となった人
ひと

）

の追
おい

鳥
とり

狩
がり

がおこなわれた『入間
い る ま

野
の

』」（『吾妻
あ づ ま

鏡
かがみ

』による）とはこのあたりのこと。 

【○現下藤沢
しもふじさわ

～入曽
い り そ

あたり】むかしは二本木
に ほ ん ぎ

から扇
おうぎ

町屋
ま ち や

までつづく広野
こ う や

だった。 

神明社
しんめいしゃ

【○現上藤沢
かみふじさわ

・神明
しんめい

神社
じんじゃ

】…上
かみ

・中藤沢
なかふじさわ

の鎮守
ちんじゅ

 

熊野社
くまのしゃ

【○現下藤沢
しもふじさわ

・熊野
く ま の

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

     

不動院
ふどういん

【○現下藤沢
しもふじさわ

】…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は不動明王
ふどうみょうおう

 

 

「鎮守
ちんじゅ

」とは？  

とくべつにその土地
と ち

を守
まも

っ

てくれる神
かみ

さまのこと。 

藤沢村
ふじさわむら

【○現上藤沢
かみふじさわ

・下藤沢
しもふじさわ

・東藤沢
ひがしふじさわ

】 

 

・どの村
むら

も水田
すいでん

は少なく
すく    

、陸稲
りくとう

（おかぼ）が農業
のうぎょう

の中心
ちゅうしん

。 

・宮寺
みやでら

や藤沢村
ふじさわむら

には年
とし

不取
と ら ず

川
がわ

【不老川
としとらずがわ（ふろうがわ）

】が、木蓮
もくれん

寺村
じ む ら

から黒須村
くろすむら

までのあいだの村々
むらむら

には桂川
かつらがわ

【霞
かすみ

川
がわ

】が流
なが

れ

ている。 

 

その中
なか

で、入間
い る ま

市域
し い き

の村々
むらむら

はどのように

書
か

かれているのでしょう？ 

「新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

 巻之
か ん の

百
ひゃく

五
ご

十
じゅう

六
ろく

・

入間郡之一
いるまぐんのいち

 元禄
げんろく

年中
ねんじゅう

改定図
かいていず

」より 

拡
かく

大
だい

図
ず

の左上
ひだりうえ

に木蓮
もくれん

寺村
じ む ら

から黒須村
くろすむら

ま

であります。拡
かく

大
だい

図
ず

左下
ひだりした

では富士
ふ じ

山村
やまむら

から藤沢村
ふじさわむら

まで確認
かくにん

することができま

す。藤沢村
ふじさわむら

は、実際
じっさい

よりかなり所
ところ

澤
ざわ

村
むら

に

近
ちか

く記
き

されています。 
 

現在
げんざい

の入間市
い る ま し

付近
ふ き ん

を拡大
かくだい

しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮寺
みやでら

郷
ごう

 

武蔵七党
むさしななとう

のひとつ、村山党
むらやまとう

の系図
け い ず

の中
なか

に「宮寺五郎家
みやでらごろういえ

平
ひら

」【
（

平安
へいあん

時代
じ だ い

末期
ま っ き

ご

ろの人
ひと

、金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

のおじにあた

る】という名
な

がみられるが、ここの地名
ち め い

を名
な

のったものと思われる
おもわ      

。 

このことから「宮寺
みやでら

」という地名
ち め い

は、

とても古
ふる

くからあったことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・民家
み ん か

は ５７戸
  こ

 

・近ごろ
ち か   

、村
むら

の人
ひと

たちは副業
ふくぎょう

として、初夏
し ょ か

に茶
ちゃ

をつくり、江戸
え ど

へ売って
う   

いる。 

・堯
ぎょう

恵
けい

法師
ほ う し

の『北国
ほっこく

紀行
き こ う

』に出て
で  

くる「堀兼
ほりがね

の井
い

の近く
ち か  

の、武蔵野
む さ し の

の中野
な か の

」とは 

ここのことか、それとも多摩郡
た ま ぐ ん

の中野村
なかのむら

のことかどちらともいえない。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ  

寄木
よ り き

明神社
みょうじんじゃ

【○現出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

（ゆるぎさま）】・・・「延喜式
えんぎしき

神名帳
しんめいちょう

」に記されて
しる      

いる「國渭
く に い

地祇
ち ぎ

神社
じんじゃ

」とは、この神社
じんじゃ

のことだという、いいつたえがあるが、

たしかな証拠
しょうこ

はない。祭神
さいじん

は素盞鳴
すさのおの

尊
みこと

【○現天
あめ

穂
のほ

日
ひの

命
みこと

ほか】本社
ほんしゃ

・

幣
へい

殿
でん

・拝殿
はいでん

をそなえ、木
き

の鳥居がた
と り い    

っている。矢寺
や で ら

・荻原
おぎわら

・小ヶ谷
こ が や

戸
と

・大森
おおもり

・中野
な か の

・坊
ぼう

・二本木
に ほ ん ぎ

の７か村
そん

の鎮守
ちんじゅ

で、ここを「宮寺
みやでら

郷
ごう

」

とよぶのも、この神社
じんじゃ

があることによるという。 

           武塔天
ぶとうてん

神社
じんじゃ

…祭神
さいじん

はくわしくはわからない。ただ素盞鳴
すさのおの

尊
みこと

が子ども
こ   

のころ、「牛頭
ご ず

天王
てんのう

」または「武塔天
ぶとうてん

とよばれていた

（京都
きょうと

「祇園
ぎ お ん

縁起
え ん ぎ

」による）ことから、祭神
さいじん

は素盞鳴
すさのおの

尊
みこと

であると思われる
おも      

。 

           長久寺
ちょうきゅうじ

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は不動明王
ふどうみょうおう

。蚕
かいこ

を守る
まも  

神
かみ

さま「馬鳴
めみょう

大士
だ い し

」がまつられている。【○現本尊
ほんぞん

は馬鳴
めみょう

大士
だ い し

騎馬像
き ば ぞ う

】 

中野村
なかのむら

【○現宮寺
みやでら

】 

「祭神
さいじん

」とは？ 

その神社
じんじゃ

でまつって

いる神
かみ

さまのこと。 

神社
じんじゃ

ごとにおまつり

している神
かみ

様
さま

は違
ちが

っ

たりします！ 

 

「延喜式
えんぎしき

」（１０世紀
  せ い き

ごろにまとめられた法律集
ほうりつしゅう

）の９・１０巻
      かん

目
め

のこと。 

ここには、当時
と う じ

の２，８６１の神社
じんじゃ

の名
な

が挙
あ

げられている。 

これが以後
い ご

長
なが

いこと神社
じんじゃ

の地位
ち い

をあらわす目安
め や す

となった。 

 

「神名帳
しんめいちょう

」（しんめいちょう・じんみょうちょう）とは？ 

 

・むかし 榎
えのき

の大木
たいぼく

が２本
 ほ ん

、村
むら

の中
なか

にあったため【現在
げんざい

、瑞穂
み ず ほ

町立
ちょうりつ

第三
だいさん

小学校
しょうがっこう

のあるあたり

にあった】、「にほんえのき」とよんでいたものが のちに 「にほんぎ」となり、それが村
むら

の

名前
な ま え

になったという。 

・古く
ふる  

から 八王子
はちおうじ

の人
ひと

たち【八王子
はちおうじ

千人
せんにん

同心
どうしん

のこと】が、日光
にっこう

へむかう道
みち

すじ【日光
にっこう

脇
わき

往還
おうかん

】

にあたり、箱根ヶ崎
は こ ね が さ き

【○現東京都
とうきょうと

瑞穂町
みずほまち

】～二本木
に ほ ん ぎ

と二本木
に ほ ん ぎ

～扇
おうぎ

町屋
ま ち や

の間
あいだ

の人夫
に ん ぷ

や馬
うま

を

用立てる
よ う だ    

宿駅
しゅくえき

となっていたため、道路
ど う ろ

の左右
さ ゆ う

には家々
いえいえ

が軒
のき

をつらねている。 

・民家
み ん か

の数
かず

は １７０戸
   こ

あまり。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ 長福寺
ちょうふくじ

…臨済宗
りんざいしゅう

、本尊
ほんぞん

は釈迦
し ゃ か

如来
にょらい

。 

           寿
じゅ

昌寺
しょうじ

…臨済宗
りんざいしゅう

、本尊
ほんぞん

は釈迦
し ゃ か

如来
にょらい

。 

           観音堂
かんのんどう

【○現西久保
に し く ぼ

観音堂
かんのんどう

】…本尊
ほんぞん

は聖
しょう

観音
かんのん

。 

                   【○現西観音
にしかんのん

】本尊
ほんぞん

は十一面
じゅういちめん

観音
かんのん

 

 

二本木村
に ほ ん ぎ む ら

【○現二本木
に ほ ん ぎ

・狭山
さ や ま

台
だい

 （東京都
とうきょうと

瑞
みず

穂
ほ

町
まち

）】 

  

・村
むら

の東南
とうなん

の方角
ほうがく

に松
まつ

や雑木
ぞ う き

のしげる林
はやし

がある。 

・民家
み ん か

は３５戸
  こ

。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ 太子堂
たいしどう

…【現在
げんざい

は、聖徳太子
しょうとくたいし

二歳像
にさいぞう

がおかれている。】 

坊村
ぼうむら

【○現宮寺
みやでら

】 

 

西久保
に し く ぼ

観音堂
かんのんどう

とカヤの木
き

 

西久保
に し く ぼ

観音堂
かんのんどう

は、728年
ねん

に行基
ぎょうき

が

全国
ぜんこく

行脚
あんぎゃ

の途中
とちゅう

、堂
どう

を開
ひら

いたのが

始
はじ

まりといわれています。 

また、樹齢
じゅれい

約
やく

800年
ねん

といわれるカ

ヤの木
き

は、市内
し な い

第一
だいいち

の古木
こ ぼ く

です。 

※西久保
に し く ぼ

観音堂
かんのんどう

は、出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

の

すぐ南側
みなみがわ

にあります。 

寿
じゅ

昌寺
しょうじ

 

長福寺
ちょうふくじ

 

太子堂
たいしどう

 

長
ちょう

久
きゅう

寺
じ

 

入
いる

間
ま

市
し

博
はく

物
ぶつ

館
かん

 

狭山
さ や ま

小学校
しょうがっこう

 

二
に

本
ほん

木
ぎ

公
こう

民
みん

館
かん

 

北
きた

中
なか

野
の

スポーツ広
ひろ

場
ば

 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち       

Ｎｏ．１８ 「新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

」にみる 

江戸
え ど

時代
じ だ い

の入間
い る ま

（２） 

 

宮寺
みやでら

郷
ごう

（つづき）   記事
き じ

のなかから選
えら

んでのせました。原則
げんそく

として説明
せつめい

は原文
げんぶん

をわかりやすく 

           まとめ、現在
げんざい

の名前
な ま え

や現在
げんざい

わかっていることには【 】をつけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

・民家
み ん か

は ３０戸
  こ

 

・村
むら

を江戸
え ど

から青梅
お う め

へと向
む

かう道
みち

【青梅
お う め

道
どう

】が通
とお

っている。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ 

西勝院
さいしょういん

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

薬師
や く し

如来
にょらい

。 

いいつたえによると、この寺
てら

にはむかし「宮寺
みやでら

西勝
さいしょう

」という人
ひと

が住んで
す   

いたというが、この人
ひと

に

ついての記録
き ろ く

がないのでよくわからない。（「吾妻
あ づ ま

鏡
かがみ

」に「鎌倉
かまくら

時代
じ だ い

の人
ひと

、宮寺
みやでら

蔵人
くらんど

政員
まさかず

」とある

ので、その一族
いちぞく

の人
ひと

ではないか。）また、この寺
てら

は

むかし矢
や

寺村
でらむら

にあったが、「加納
か の う

下野
し も の

守
かみ

」という人
ひと

が今
いま

の場所
ば し ょ

に移
うつ

したのだという。 

 

 

西勝院
さいしょういん

の縁起
え ん ぎ

（お寺
 て ら

の由来
ゆ ら い

）によると、

「宮寺
みやでら

西勝
さいしょう

」とは、宮寺五郎家
みやでらごろういえ

平
ひら

が出家
しゅっけ

し

たときの名まえ
な   

だと伝
つた

えられています。 

荻原
おぎわら

村
むら

【○現宮寺
みやでら

】 
 

 

・民家
み ん か

は ３２戸
  こ

 

・村
むら

の中
なか

を青梅
お う め

へむかう道
みち

【青梅
お う め

道
どう

】がとおっている。 

・ここは代々
だいだい

、太田八
おおたはち

十郎
じゅうろう

という人
ひと

の子孫
し そ ん

がおさめていて、昔
むかし

はこの地
ち

に住んで
す   

いたという。 

今
いま

も村
むら

の中
なか

に屋敷
や し き

跡
あと

がある。 

小ヶ谷
こ が や

戸村
ど む ら

【○現宮寺
みやでら

】 
 

 

・民家
み ん か

は ８０戸
  こ

 

・むかし ここに「大御堂
おおみどう

」という伽藍
が ら ん

（寺
てら

の建物
たてもの

）があったが荒廃
こうはい

して失われた
うしな     

ため「失寺
しつでら

」とよ

んだのを書き
か  

まちがえて「矢寺
や で ら

」となった、と土地
と ち

の人
ひと

は言う
い  

が、本当
ほんとう

のところはわからない。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ  大御堂
おおみどう

…今
いま

、荻原
おぎわら

村
むら

にある西勝院
さいしょういん

のことで、むかしはこの場所
ば し ょ

にあっ

たのだという。 

                      本尊
ほんぞん

は阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

。この像
ぞう

は行基
ぎょうき

がこの地
ち

に来た
き  

と

きに彫った
ほ   

ものだといわれている。 

                   元
もと

の寺
てら

の額
がく

には「大弥堂
おおみどう

」とあったという。 

「行基
ぎょうき

」ってだれ？ 

奈良
な ら

時代
じ だ い

のお坊
 ぼ う

さん。

東大寺
とうだいじ

の大仏
だいぶつ

建立
こんりゅう

に

協 力
きょうりょく

もした有名
ゆうめい

な人
ひと

だ。 

 

これに対
たい

して中野村
なかのむら

には「小御堂
しょうみどう

」というお堂
どう

があったという。 

【現在
げんざい

はもうありません。】 

矢
や

寺村
でらむら

【○現宮寺
みやでら

】 
 

・民家
み ん か

は ３６戸
  こ

 

・農業
のうぎょう

のあいまに、副業
ふくぎょう

として養蚕
ようさん

をしている。 

・村
むら

の中
なか

を二本木村
に ほ ん ぎ む ら

から藤沢村
ふじさわむら

へ通じる
つう    

道
みち

【河岸
か し

街道
かいどう

、新河岸
し ん が し

川
がわ

へ荷物
に も つ

をはこぶ時
とき

などに使
つか

っ

た。】が通っている。 

・旗本
はたもと

の大森
おおもり

氏
し

が開墾
かいこん

したところで、引き続
ひ   つづ

きその子孫
し そ ん

がおさめている。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ 清
せい

泰寺
た い じ

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は不動明王
ふどうみょうおう

。 

           崇
すう

巌寺
が ん じ

跡
あと

…寺
てら

がなくなった時期
じ き

など、詳しい
くわ    

ことはわからない。 

【大森
おおもり

会館
かいかん

のとなり。境内
けいだい

の跡
あと

には当時
と う じ

ここをおさめていた旗本
はたもと

の 

大森
おおもり

・加藤
か と う

氏
し

の一族
いちぞく

の「宝篋印塔
ほうきょういんとう

」６基
 き

などが今
いま

ものこっています。】 

←大森
おおもり

好
よし

長の
な が の

宝篋印塔
ほうきょういんとう

 「入間市史
い る ま し し

民
みん

俗文化
ぞくぶんか

財編
ざいへん

」より 

「宝篋印塔」（ほうきょういんとう）とは？ 

もともとは「宝篋
ほうきょう

陀羅尼
だ ら に

経典
きょうてん

」というお経
 きょう

がおさめてある塔
とう

のこと。 

中世
ちゅうせい

以降
い こ う

は五輪塔
ごりんとう

とともにお墓
 は か

として作る
つく  

ことが流行
りゅうこう

しました。 

大森村
おおもりむら

【○現宮寺
みやでら

】 
 

宮寺
みやでら

小学校
しょうがっこう

 
西勝院
さいしょういん

 

宝篋印塔
ほうきょういんとう

 

出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

 

宮寺
みやでら

公民館
こうみんかん

 

国道
こくどう

１６号 

西久保
に し く ぼ

観音堂
かんのんどう

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金子
か ね こ

郷
ごう

 

・木蓮
もくれん

寺村
じ む ら

から扇町屋
おうぎまちや

村
むら

のあたりまでは「金子
か ね こ

郷
ごう

桂
かつら

庄八
しょうや

瀬里
せのさと

」と呼ばれて
よ    

いた。 

・これらの村々
むらむら

の中
なか

を青梅
お う め

道
どう

【青梅
お う め

から扇
おうぎ

町屋
ま ち や

に通じる
つう    

道
みち

、現在
げんざい

の「茶
ちゃ

どころ通り
とお  

」のあたり】と 

桂川
かつらがわ

【○現 霞
かすみ

川
がわ

】が貫
つらぬ

いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ここは地形
ち け い

が高く
たか  

、阿須
あ ず

村
むら

【○現飯能市阿須
は ん の う し あ ず

】の方
ほう

からながめると、山々
やまやま

の続く
つ づ  

中
なか

に峰
みね

のように

見える
み   

ので この名
な

がついたのだという。 

・民家
み ん か

の数
かず

は ７０戸
  こ

あまり。 

・村
むら

の中
なか

を南北
なんぼく

に瀧
たき

山道
やまどう

（長沢
ながさわ

峠
とうげ

をこえて阿須
あ ず

村
むら

へ通じる
つう    

道
みち

）がとおる。戦国
せんごく

時代
じ だ い

にここが瀧山
たきやま

城
じょう

【○現東京都
とうきょうと

八王子市
は ち お う じ し

】と鉢形
はちがた

城
じょう

【○現寄居町
よりいまち

】を結ぶ
む す  

道
みち

すじだったことの名
な

ごりでそう呼ぶ
よ  

の

だろう。  

 主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ  

雷電社
らいでんしゃ

…【泉蔵院
せんぞういん

の上
うえ

の山
やま

にあったが、大正
たいしょう

４年
ねん

に木蓮寺
もくれんじ

の桂川
かつらがわ

神社
じんじゃ

に合祀
ご う し

された。】 

      泉蔵院
せんぞういん

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は不動明王
ふどうみょうおう

。 

 

峰村
みねむら

【○現 南峯
みなみみね

】 
 

・「扇
おうぎ

町屋
ま ち や

」の名前
な ま え

は村
むら

にある愛宕
あ た ご

神社
じんじゃ

の御神体
ごしんたい

が５本
  ほん

骨
ぼね

の扇
おうぎ

であるためについた名前
な ま え

だと

いわれている。 

・八王子
はちおうじ

から日光
にっこう

へむかう道
みち

すじ【日光
にっこう

脇
わき

往還
おうかん

】にあたり【○現町屋
ま ち や

通り
ど お  

】、ここは馬
うま

を交換
こうかん

す

るところとなっている。 

 （次
つぎ

の交換
こうかん

の場所
ば し ょ

は高麗郡
こ ま ぐ ん

根岸村
ねぎしむら

【○現狭山市
さ や ま し

根岸
ね ぎ し

】） 

・また、青梅
お う め

から川越
かわごえ

城下
じょうか

へむかう道
みち

も２つあり、これらも扇
おうぎ

町屋
ま ち や

の宿
やど

の前後
ぜ ん ご

で日光
にっこう

街道
かいどう

【日光
にっこう

脇
わき

往還
おうかん

】と合流
ごうりゅう

する。 

・町
まち

は長さ
な が  

６町
 ちょう

（約
やく

６４８メートル）ぐらい、道
みち

はばは８間
 け ん

（約
やく

１４．４メートル）通り
と お  

の両側
りょうがわ

には民家
み ん か

が軒
のき

をつらねている。 

 民家
み ん か

の数
かず

は９０戸
  こ

 

・３と８のつく日
ひ

（３・８・１３・１８・２３・２８日
にち

）には 

市
いち

がたち、穀物
こくもつ

などの売買
ばいばい

がおこなわれていた。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ  愛宕
あ た ご

権現
ごんげん

新田
に っ た

大明神合社
だいみょうじんごうしゃ

【○現愛宕
あ た ご

神社
じんじゃ

】 

                  …祭神
さいじん

は愛宕
あ た ご

権現
ごんげん

、伊弉冊
いざなみの

尊
みこと

、火産
ほ む す

霊
びの

尊
みこと

でその像
ぞう

を 

５本
 ほ ん

骨
ぼね

の扇
おうぎ

に描
えが

いたもの。 

また新田
に っ た

大明神
だいみょうじん

は新田
に っ た

義
よし

興
きょう

の霊
れい

がまつられてお 

り、その御神体
ごしんたい

は甲冑
かっちゅう

をつけ馬
うま

にのった木像
もくぞう

であ 

る。社伝
しゃでん

によれば「矢口
や ぐ ち

の渡し
わた  

で討たれた
う    

義
よし

興
おき

と 

その家来
け ら い

の首
くび

はこの地
ち

でしらべられ、その首
くび

を埋
う

 

めたところは「十三
じゅうさん

塚
づか

」として今
いま

も残って
のこ    

いる。 

そのため義
よし

興
おき

の霊
れい

をこの神社
じんじゃ

でまつることになっ 

た」という。 

『太平記
たいへいき

』に「入間
い る ま

川
がわ

の陣
じん

」とあり、ここが入間
い る ま

川
がわ

 

とも地理的
ち り て き

に近い
ち か  

ことから、社伝
しゃでん

のとおりだと思
おも

 

われるが、ほかに証明
しょうめい

するものはない。社
やしろ

の前
まえ

に 

松
まつ

と杉
すぎ

の古木
こ ぼ く

があり、古めかしい
ふる        

神社
じんじゃ

である。 

十三
じゅうさん

塚
づか

…新田
に っ た

明神社
みょうじんじゃ

のうしろにあり、新田
に っ た

義
よし

興
おき

とともに 

討死
うちじに

した家来
け ら い

の首
くび

をここにほおむったという。 

長泉寺
ちょうせんじ

…曹洞宗
そうとうしゅう

、本尊
ほんぞん

は釈迦
し ゃ か

如来
にょらい

。 

扇
おうぎ

町屋
ま ち や

村
むら

【○現 扇
おうぎ

町屋
ま ち や

、久保
く ぼ

稲荷
い な り

、扇
おうぎ

台
だい

】 

 

「新田
に っ た

義
よし

興
おき

」とは？ 

室町
むろまち

時代
じ だ い

（南北朝
なんぼくちょう

の争乱
そうらん

のこ

ろ）の武将
ぶしょう

。新田
に っ た

義
よし

貞
さだ

の子
こ

。矢口
や ぐ ち

の渡し
わた  

（東京都
とうきょうと

大田区
お お た く

）で

討たれた
う    

。その首
くび

は入間
い る ま

川
がわ

に陣
じん

をしいていた鎌倉公方
かまくらくぼう

足利基
あしかがもと

氏
うじ

のもとに届けられ
とど      

、その後
  ご

こ

の社
やしろ

にほおむられた。のちに

いろいろなたたりがあって、神
かみ

としてまつられるようになっ

たという。 

１か月
げつ

に６回
かい

ひらかれ

たので「六
ろく

斎
さい

市
いち

」とよば

れていました。 

 

・民家
み ん か

の数
かず

は７６戸
  こ

 

・村
むら

の名前
な ま え

は、村内
そんない

の瑞
ずい

泉院
せんいん

を、むかし金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

の妻
つま

のおくり名
   な

にちなんで「木蓮院
もくれんいん

」あ

るいは「木蓮寺
もくれんじ

」と号した
ごう    

ことからそれがのちに村
むら

の名
な

となったという。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ  赤城
あ か ぎ

明神社
みょうじんじゃ

【○現 桂川
かつらがわ

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。 

                     【大正
たいしょう

４年
  ねん

に南峰
みなみみね

の雷電社
らいでんしゃ

があわせてまつられるように

なったときに「桂川
かつらがわ

神社
じんじゃ

」と名
な

があらためられた。】 

              瑞
ずい

泉院
せんいん

…はじめは臨済宗
りんざいしゅう

であったが、いつの時代
じ だ い

にか

曹洞宗
そうとうしゅう

へあらためられた。 

                  金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

が開いた
ひら    

寺
てら

で、はじめはその妻
つま

のおくり

名
な

にちなんで「木蓮寺
もくれんじ

」という寺
てら

の名
な

だったが、のちに

金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

のおくり名
   な

により「瑞
ずい

泉院
せんいん

」とあらため

られた。 

木蓮寺
もくれんじ

【○現木蓮寺
もくれんじ

】 
 

「おくり名
な

」とは？ 

 

人
ひと

の死後
し ご

に、その徳
とく

をたたえて

おくる名まえ
な   

。戒名
かいみょう

のこと。 

 



いるま・こども郷土
き ょ う ど

資料
し り ょ う

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．１９ 「新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

」にみる 

江戸
え ど

時代
じ だ い

の入間
い る ま

（３） 

 

 

金子
か ね こ

郷
ごう

（続
つづ

き）    記事
き じ

の中
なか

から選
えら

んでここに載
の

せました。原則
げんそく

として説明
せつめい

は原文
げんぶん

の内容
ないよう

 

           を分
わ

かりやすくまとめ、現在
げんざい

の名前
な ま え

や現在
げんざい

分
わ

かっていることには 

【  】を付
つ

けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

 

・峰村
みねむら

から入
はい

り、阿須
あ ず

村
むら

【○現飯能市阿須
は ん の う し あ ず

】
）

へと通じる
つう    

「瀧
たき

山道
やまどう

」が通
とお

っている。 

・民家
み ん か

の数
かず

は８０戸
  こ

あまり。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え 高養寺
こうようじ

…曹洞宗
そうとうしゅう

、本尊
ほんぞん

は地蔵
じ ぞ う

菩薩
ぼ さ つ

。 

           白
しら

髭
ひげ

神社
じんじゃ

【○現白
しら

鬚
ひげ

神社
じんじゃ

】 

              …三ツ木村
み つ ぎ む ら

との境
さかい

の山
やま

の中腹
ちゅうふく

にある。 

               昔
むかし

は「境
さかい

の明神
みょうじん

」といった。 

                  神社
じんじゃ

の由来
ゆ ら い

には「金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

が武運
ぶ う ん

長 久
ちょうきゅう

（出征
しゅっせい

し

た兵
へい

がいつまでも無事
ぶ じ

なこと）を祈願
き が ん

して『 境
さかいの

明神
みょうじん

』

を鬼門
き も ん

（東北
とうほく

の方角
ほうがく

）に築
きず

いた」と記されて
しる      

いる。寺
てら

竹
たけ

・

三ツ木
み つ ぎ

・峰
みね

の３村
  そん

の鎮守
ちんじゅ

。 

寺
て ら

竹村
た け む ら

【○現寺
て ら

竹
た け

】 

 

 

・民家
み ん か

の数
かず

は２０戸
  こ

あまり。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え   馬頭
ば と う

観音堂
かんのんどう

【○現みつぎ台
     だい

公園
こうえん

】 

              観音堂
かんのんどう

【○現西
にし

三ツ木
み つ ぎ

公会堂
こうかいどう

】…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

。 

 

三ツ木村
み つ ぎ む ら

【○現西
に し

三ツ木
み つ ぎ

】 
 

 

・民家
み ん か

の数
かず

は５０戸
  こ

あまり。 

・北
きた

の方角
ほうがく

に、松
まつ

や杉
すぎ

の茂
しげ

る林
はやし

がある。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え  三輪
み わ

明神社
みょうじんじゃ

【○現三輪
み わ

神社
じんじゃ

】 

              …神社
じんじゃ

の人
ひと

によると、昔
むかし

ここに琵琶
び わ

をひく２人
ふ た り

の神
かみ

宇賀彦
う が ひ こ

と

宇賀
う が

姫
ひめ

）が現
あらわ

れたので「琵琶
び わ

明神
みょうじん

」としてまつったとい

う。その後
  ご

万
まん

治
じ

のころ（１６５８～１６６１）、今
いま

の名前
な ま え

に

改
あらた

められた。新久
あ ら く

・根岸
ね ぎ し

・中神
なかがみ

３村
  そん

の鎮守
ちんじゅ

。 

               豊泉寺
ふ せ ん じ

…曹洞宗
そうとうしゅう

、本尊
ほんぞん

は虚空蔵
こくうぞう

菩薩
ぼ さ つ

。 

中神村
な か が み む ら

【○現中神
な か が み

】 
 

 

・民家
み ん か

の数
かず

は２０戸
  こ

あまり。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え  山
やま

神社
じんじゃ

【○現山祇
やまずみ

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

 

 

花ノ木村
は な の き む ら

【○現花ノ木
は な の き

】 
 

 

・民家
み ん か

の数
かず

は６０戸
  こ

あまり。 

・正保
しょうほう

（１６４４～１６４８）の頃
ころ

には「谷ヶ
や が

貫
ぬき

村
むら

」だったが、元禄
げんろく

（１６８８～１７０

４）の頃
ころ

には、すでに上谷ヶ
か み や が

貫
ぬき

と下谷ヶ
し も や が

貫
ぬき

の２つの村
むら

に分かれて
わ    

記録
き ろ く

に残
のこ

っている。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え 八幡社
はちまんしゃ

【○現八幡
はちまん

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。 

               西光院
さいこういん

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は不動明王
ふどうみょうおう

。 

 

上谷ヶ
か み や が

貫
ぬ き

村
む ら

【○現上谷ヶ
か み や が

貫
ぬ き

】 
 

 

・民家
み ん か

の数
かず

は５０戸
  こ

あまり。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え  光
こう

円寺
え ん じ

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は大日如来
だいにちにょらい

。 

             塚
つか

…青梅
お う め

道
どう

【○現茶
ちゃ

どころ通り
とお  

辺
あた

り】の傍
かたわ

らにある。 

小さな
ちい    

塚
つか

で由来
ゆ ら い

は分
わ

からない。 

             神明社
しんめいしゃ

【○現神明
しんめい

神社
じんじゃ

】 

下谷ヶ
し も や が

貫
ぬ き

村
む ら

【○現下谷ヶ
し も や が

貫
ぬ き

】 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

「新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

」（蘆田伊人
あ し だ こ れ と

 校訂
こうてい

 雄山閣
ゆうざんかく

出版
しゅっぱん

） 

「日本史
に ほ ん し

辞典
じ て ん

」（東京
とうきょう

創元社
そうげんしゃ

） 「埼玉
さいたま

の神社
じんじゃ

」（埼玉県
さいたまけん

神社庁
じんじゃちょう

） 

「さやまのむかしばなし」（西沢
にしざわ

順造
じゅんぞう

 文
ぶん

 関東
かんとう

図書
と し ょ

） 「広辞
こ う じ

苑
えん

」（岩波
いわなみ

書店
しょてん

） 

「入
いる

間
ま

市
し

史
し

＜通史編
つうしへん

＞・＜近世
きんせい

史料編
しりょうへん

＞・＜民
みん

俗文化
ぞくぶんか

財編
ざいへん

＞」 

「市
し

報
ほう

いるまＮｏ.690～788」 「今
いま

に伝
つた

わる仏像
ぶつぞう

・神像
しんぞう

」 

「入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

常設
じょうせつ

展示
て ん じ

図録
ず ろ く

」 「入間市
い る ま し

の文化
ぶ ん か

財
ざい

」 

参
考

さ
ん
こ
う

に
し
た
資
料

し
り
ょ
う 

・民家
み ん か

の数
かず

は１２０戸
   こ

あまり。 

・扇
おうぎ

町屋
ま ち や

へ向
む

かう「青梅
お う め

道
どう

」の近く
ち か  

に、八王子
はちおうじ

から日光
にっこう

へ向
む

かう道
みち

【日光
にっこう

脇
わき

往還
おうかん

】も通
とお

っ

ている。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え  

金子坂
かねこざか

…村
むら

の西北
せいほく

にある。金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

が住んだ
す   

ところであるために、この名
な

が付
つ

いた

という。この坂
さか

の石
いし

を火
ひ

打
う

ち石
いし

として使えば
つか    

火災
か さ い

にならないと地元
じ も と

の人
ひと

はい

う。 

入間
い る ま

川
がわ

…村
むら

の北
きた

を流れて
なが    

いる。川幅
かわはば

は６０～８０間
けん

（１０８～１４４メートル）、川岸
かわぎし

の

「牛沢
うしざわ

」の地
ち

では「龍
りゅう

の骨
ほね

」が出
で

るという噂
うわさ

がある。 

  清水
し み ず

（十郎
じゅうろう

清水
し み ず

）…牛沢
うしざわ

にある。金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

が戦
いくさ

で疲
つか

れ、ここに来て
き  

水
みず

を求めた
もと    

が、水
みず

がなかったので刀
かたな

を抜
ぬ

いて地面
じ め ん

に突
つ

き刺
さ

すとそこから清水
し み ず

が湧
わ

き出
だ

し

たという。今
いま

でも水
みず

は枯
か

れず「十郎
じゅうろう

清水
し み ず

」と呼
よ

ばれている。 

【現在
げんざい

では地形
ち け い

が変
か

わり、なくなってしまいました。】 

  東光寺
とうこうじ

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は不動明王
ふどうみょうおう

。 

  氷川社
ひかわしゃ

【○現氷川
ひ か わ

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。 

  大般若宮
だいはんにゃぐう

【後
のち

の「大若
おおわか

神社
じんじゃ

」】…十六
じゅうろく

善
ぜん

神
しん

をまつる。   明治
め い じ

４０年
    ねん

、 

  沢
さわ

権現社
ごんげんしゃ

【後
のち

の「沢
さわ

神社
じんじゃ

」】              氷川
ひ か わ

神社
じんじゃ

に合祀
ご う し

された。 

  不動堂
ふどうどう

（別当
べっとう

明王
みょうおう

寺
じ

）…本尊
ほんぞん

は不動明王
ふどうみょうおう

。この不動明王
ふどうみょうおう

は金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

の守
まも

り本尊
ほんぞん

で、家
いえ

忠
ただ

が戦場
せんじょう

で敵
てき

に囲まれた
かこ      

とき、この不動像
ふどうぞう

に祈
いの

ったところ、危
あぶ

ないところを免
まぬ

れることができたという。【現在
げんざい

は明王寺
みょうおうじ

の本尊
ほんぞん

となっている。】 

 

小谷田村
こ や た む ら

【○現その他
た

の小谷田
こ や た

関係
か ん け い

全域
ぜ ん い き

】 

【明治
め い じ

４０年
   ねん

氷川
ひ か わ

神社
じんじゃ

に合祀
ご う し

された。】 

 

・民家
み ん か

の数
かず

は４０戸
  こ

あまり。 

・小谷田村
こ や た む ら

に対
たい

し、ここは「根岸
ね ぎ し

小谷田村
こ や た む ら

」と呼
よ

ぶ。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え  稲荷社
いなりしゃ

【○現稲荷
い な り

神社
じんじゃ

】…この神社
じんじゃ

と中神村
なかがみむら

の三輪
み わ

神社
じんじゃ

が村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。 

山
さん

王社
のうしゃ

   稲荷
い な り

神社
じんじゃ

の裏
うら

にあった。 

愛宕社
あたごしゃ

   明治
め い じ

１２年
    ねん

に、稲荷
い な り

神社
じんじゃ

に合祀
ご う し

された。 

 

根岸
ね ぎ し

小谷田村
こ や た む ら

【○現根岸
ね ぎ し

】 
 

・民家
み ん か

の数
かず

は８８戸
こ

あまり。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え   天王社
てんのうしゃ

【○現八坂
や さ か

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。 

              龍
りゅう

円寺
え ん じ

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は虚空蔵
こくうぞう

菩薩
ぼ さ つ

。 

                  観音堂
かんのんどう

の観音像
かんのんぞう

は「田谷
た や

」という所の古井戸
ふ る い ど

から

見つかった
み     

ものと伝
つた

えられている。 

 

新久村
あ ら く む ら

【○現新久
あ ら く

】 

 

 

・民家
み ん か

の数
かず

は８６戸
  こ

あまり。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

・言
い

い伝
つた

え  氷川社
ひかわしゃ

【○現氷川
ひ か わ

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。 

             八幡社
はちまんしゃ

…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

 

富士
ふ じ

浅間社
せんげんしゃ

         

             高倉寺
こうそうじ

…曹洞宗
そうとうしゅう

、本尊
ほんぞん

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

。【現在
げんざい

は釈迦
し ゃ か

如来
にょらい

】 

                 観音堂
かんのんどう

は昔
むかし

、白子村
しらこむら

【○現飯能市
はんのうし

東
ひがし

吾
あが

野
の

】の長念寺
ちょうねんじ

よ

り移した
うつ    

もの。飛弾
ひ だ

の匠
たくみ

が作った
つく    

といわれているお堂
 ど う

で、鳥
とり

の巣
す

や蜘蛛
く も

の巣
す

がかかることがないという。 

                 十一面
じゅういちめん

観音
かんのん

をまつる。 

高倉村
た か く ら む ら

【○現高倉
た か く ら

】 

 

※原文
げんぶん

に 

「新座郡
にいざぐん

白子村
しらこむら

」 

とあるのは誤
あやま

り 



 

いるま・こども郷土
き ょ う ど

資料
し り ょ う

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．２０ 「新編武蔵
しんぺんむさし

風土記稿
ふ ど き こ う

」にみる 

江戸
え ど

時代
じ だ い

の入間
い る ま

（４） 

 

 

記事
き じ

のなかからえらんでここにのせました。原則
げんそく

として、説明
せつめい

は原文
げんぶん

の内容
ないよう

を 

わかりやすくまとめ、現在
げんざい

の名前
な ま え

や現在
げんざい

わかっていることには【  】をつけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[高麗郡
こ ま ぐ ん

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

 

入間
い る ま

川
がわ

の渡し
わた  

…２か所
    しょ

ある。 

             （１）日光
にっこう

道
どう

【日光
にっこう

脇
わき

往還
おうかん

】のかかるところで、北寄り
きたよ   

。 

                【根岸
ね ぎ し

の渡し場
わた   ば

、現在
げんざい

の豊水
とよみず

橋
ばし

のあたり】 

             （２）秩父
ち ち ぶ

道
どう

【秩父
ち ち ぶ

甲州
こうしゅう

往還
おうかん

】のかかるところで、西寄り
にしよ   

。 

【笹井
さ さ い

の渡し場
わ た  ば

、現在
げんざい

の笹井堰
ささいぜき

のあたり】 

どちらの渡し場
わ た  ば

も、冬
ふゆ

になって水
みず

が少なく
すく    

なると仮
かり

の 

橋
はし

を作って
つく    

人々
ひとびと

の通行
つうこう

を助
たす

けている。 

            春日社
かすがしゃ

【○現春日
か す が

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。【明治
め い じ

時代
じ だ い

に現在地
げんざいち

へ移転
い て ん

】 

氷川社
ひかわしゃ

【現在
げんざい

の春日
か す が

神社
じんじゃ

の場所
ば し ょ

にあり、氷川
ひ か わ

神社
じんじゃ

に合祀
ご う し

されたと思
おも

 

われる。】 

            白山社
はくさんしゃ

・愛宕社
あたごしゃ

・稲荷社
いなりしゃ

…【大正
たいしょう

２年
  ねん

に春日
か す が

神社
じんじゃ

に合祀
ご う し

された】 

              蓮華院
れんげいん

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は不動明王
ふどうみょうおう

。 観音堂
かんのんどう

の本尊
ほんぞん

は千手観音
せんじゅかんのん

。 

 

 

・ここも 桂 庄
かつらのしょう

に属し
ぞく  

、八
や

瀬
せ

の里
さと

とよぶ。 

・民家
み ん か

の数
かず

は １０５戸
   こ

。 

・八王子
はちおうじ

より日光
にっこう

へむかう街道
かいどう

【日光
にっこう

脇
わき

往還
おうかん

】がとおっている。扇
おうぎ

町屋
ま ち や

村
むら

よりはいり、根岸村
ねぎしむら

【○現

狭山市
さ や ま し

根岸
ね ぎ し

】へと通じる
つう    

。道幅
みちはば

は２～３間
  けん

（３．６～５．４メートル） 

・また江戸
え ど

と秩父
ち ち ぶ

をむすぶ街道
かいどう

【秩父
ち ち ぶ

甲州
こうしゅう

往還
おうかん

】もとおっている。所沢
ところざわ

から中山村
なかやまむら

【○現飯能市
はんのうし

中山
なかやま

】へ通じる
つう    

道
みち

で、ここは馬
うま

をとりかえる場所
ば し ょ

となっている。【○現河原町
かわらまち

交差点
こうさてん

ふきん】 

 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ 上小屋
う え ご や

・下小屋
し も ご や

…この地名
ち め い

の場所
ば し ょ

は、むかし陣
じん

小屋
ご や

のあったあとだという。 

                 大将陣
たいしょうじん

…村
むら

の南
みなみ

、扇
おうぎ

町屋
ま ち や

村
むら

とのさかいのあたり。 

【○現入間市駅
い る ま し え き

の東方
とうほう

のあたり】 

                 むかし、戦
いくさ

の時
とき

、ここに大将
たいしょう

の陣
じん

がおかれたと伝
つた

えられ 

ている。 

                 ・元弘
げんこう

３年
  ねん

（１３３３）、新田
に っ た

義
よし

貞
さだ

が鎌倉
かまくら

をせめるさいに 

            入間
い る ま

川
がわ

に陣
じん

をおいたときのこと。 

       ※２つの説
せつ

がある   ・文和
ぶ ん わ

２年
  ねん

（１３５３）～康安
こうあん

２年
ねん

（１３６２）までの９年間
ねんかん

、

鎌倉公方
かまくらくぼう

（鎌倉府
かまくらふ

の長官
ちょうかん

）である足利基
あしかがもと

氏
うじ

が入間
い る ま

川
がわ

に陣
じん

をおいたときのこと。 

           

                     

黒須村
く ろ す む ら

【○現黒須
く ろ す

地区
ち く

】 

 

入間市駅前
いるましえきまえ

 PePe
ペ ペ

から、 

まるひろ方面
ほうめん

へ渡
わた

る歩道
ほ ど う

橋
きょう

は、「大将軍
だいしょうぐん

橋
ばし

」と

名付
な づ

けられています。 

 

「新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

 巻之
か ん の

百
ひゃく

七
なな

十
じゅう

六
ろく

・入間郡之一
いるまぐんのいち

 

元禄
げんろく

年中
ねんじゅう

改定図
かいていず

」より 

佛子
ぶ し

村
むら

、野田村
の だ む ら

、黒須村
くろすむら

を

確認
かくにん

することができます。 
現在
げんざい

の入間市
い る ま し

付近
ふ き ん

を拡大
かくだい

しました。 



 

・入間
い る ま

川
がわ

の南岸
なんがん

に位置
い ち

する。 

・加治領
かじりょう

。 

・村
むら

ができたころは、民家
み ん か

の数
かず

は 

４戸
 こ

（大久保
お お く ぼ

・平岡
ひらおか

・石井
い し い

・宮岡
みやおか

 

という姓
せい

の家
いえ

）だったが、だんだ 

んひらけて、８０戸
  こ

になった。 

・名産品
めいさんひん

として「甲州
こうしゅう

丸
まる

」・「霜
しも

丸
まる

」 

という柿
かき

があり、江戸
え ど

へ出荷
しゅっか

して 

いる。 

・入間
い る ま

川
がわ

は幅
はば

１８メートル（川原
かわはら

は 

１８０～５４０メートル）、川ぞい
かわ    

に 

１２６メートルほどの土堤
ど て

が村
むら

の人
ひと

の手
て

でつくられている。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ 金子坂
かねこざか

…「金子
か ね こ

伊豆
い ず

守
のかみ

親
ちか

範
のり

が、仏子
ぶ し

に高正寺
こうしょうじ

をひらいたため金子
か ね こ

氏
し

の

住む
す  

金子
か ね こ

郷
ごう

との往復
おうふく

にこの坂
さか

を通った
とお    

ためについた名
な

である」

と土地
と ち

の人
ひと

はいうけれど、ここは「金子
か ね こ

」という姓
せい

の人
ひと

の領地
りょうち

なのでその名
な

がしぜんとついたのではないかと思
おも

われる。 

           ひうち石
いし

…金子坂
かねこざか

から出る
で  

石
いし

は、みなひうち石
    いし

になる。 

           蛇
じゃ

糞
ふん

石
せき

…入間
い る ま

川
がわ

の川岸
かわぎし

から出る
で  

化石
か せ き

。むかし、このあたりに大蛇
だいじゃ

がかく

れすみ、人々
ひとびと

をなやませていたという。それを「牛沢
うしざわ

」という

姓
せい

の人
ひと

が退治
た い じ

したといい伝えられて
つた        

いる。ここより東
ひがし

の方角
ほうがく

にある「牛沢
うしざわ

」という地名
ち め い

はその人
ひと

が住んで
す   

いたところで、近年
きんねん

まで蛇
へび

の骨
ほね

が出て
で  

きたという。 

           高正寺
こうしょうじ

…金子
か ね こ

伊豆
い ず

守
のかみ

親
ちか

範
のり

（金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

の 弟
おとうと

）がひらいた寺
てら

。  

金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

をはじめとする一族
いちぞく

の位牌一
いはいいっ

基
き

がおさめら  

れている。曹洞宗
そうとうしゅう

、本尊
ほんぞん

は虚空蔵
こくうぞう

菩薩
ぼ さ つ

。 

           天王社
てんのうしゃ

【○現八坂
や さ か

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。【大正
たいしょう

１２年
   ねん

現在地
げんざいち

に移転
い て ん

した】 

           白
しら

髭社
ひげしゃ

、第六天社
だいろくてんしゃ

、諏訪社
す わ し ゃ

…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。 

【明治
め い じ

４１年
   ねん

、八坂
や さ か

神社
じんじゃ

に合祀
ご う し

された。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

とおいむかしのできごとやくらしのようすを知る
し  

てがかりは、 

じつは身近
み ぢ か

な地名
ち め い

やいいつたえ、文化
ぶ ん か

財
ざい

などの中
なか

に残
のこ

されてい

るんだね！ 

 

仏子村
ぶ し む ら

【○現仏子
ぶ し

】 

 

明治
め い じ

・大正
たいしょう

・昭和
しょうわ

と改修
かいしゅう

され

て、今
いま

の道
みち

すじになりました。 

 

・土地
と ち

はたいらで、村
むら

の南
みなみ

は入間
い る ま

川
がわ

にむかってくだっている。 

・民家
み ん か

の数
かず

は１４０戸
   こ

、村
むら

のところどころに散在
さんざい

している。 

・溜
ため

井
い

や小さな
ちい    

水
みず

の流れ
なが  

を用水
ようすい

として使って
つか    

いる。 

主
おも

な旧跡
きゅうせき

いいつたえ    白
しら

髭社
ひげしゃ

【○現白
しら

髭
ひげ

神社
じんじゃ

】…村
むら

の鎮守
ちんじゅ

。 

             長眼
ちょうがん

徳寺
と く じ

【○現長徳寺
ちゅうとくじ

】…曹洞宗
そうとうしゅう

、本尊
ほんぞん

は聖
しょう

観音
かんのん

で行基
ぎょうき

の作
さく

と 

伝えられる
つた       

。 

             円
えん

照寺
しょうじ

…新義
し ん ぎ

真言宗
しんごんしゅう

、本尊
ほんぞん

は阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

で、行基
ぎょうき

の作
さく

と 

伝えられる
つた        

。 

                 本堂
ほんどう

のうしろに古い
ふる  

板碑
い た び

がある。 長さ
なが  

４～５尺
  しゃく

（1.2

～1.5 メートル）もしくは、５～６尺
しゃく

（1.5～1.8 メー

トル）で、加治
か じ

氏
し

の墓
はか

ではないかといい伝えられて
つた        

いる。 

【これらの板碑
い た び

のうち６枚
 ま い

は「国
くに

指定
し て い

重要
じゅうよう

文化
ぶ ん か

財
ざい

」とな

っていて、現在
げんざい

は収蔵庫
しゅうぞうこ

におさめされています。加治
か じ

氏
し

の

供養
く よ う

のためにたてられたものです。】 

野田村
の だ む ら

【○現野田
の だ

】 

加治
か じ

とは？ 

武蔵七党
むさししちとう

のひとつ、 

「丹党
たんとう

」に属する
ぞく    

。（子孫
し そ ん

） 

入間郡
いるまぐん

加治
か じ

の地
ち

に住み
す  

、

「加治
か じ

氏
し

」を名
な

のった。 

円
えん

照寺
しょうじ

は加治
か じ

氏
し

の菩提寺
ぼ だ い じ

だった。 

阿須
あ ず

の崖
がけ

 仏子村
ぶ し む ら

の西
にし

のさかいは、この崖
がけ

で阿須
あ ず

村
むら

【○現飯能市阿須】とへだてられていました。 

大 正
たいしょう

時代
じだい

末期
まっき

から昭和
しょうわ

にかけて工事
こうじ

がおこなわ

れ、現在
げんざい

のようにきりとおし道
          どう

ができました。 

 

 

 

・土地
と ち

はたいら。 

・民家
み ん か

の数
かず

は３戸
 こ

。 

【この村
むら

は、明治
め い じ

１２年
    ねん

（１８７９）に野田村
の だ む ら

に合併
がっぺい

しました。】 

築地
つ き じ

新田
し ん で ん

【○現野田
の だ

】 
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