
２０１９年６月１日

ふれあい散歩道－１６

〔ＪＲ南武線・小田急線登戸駅～柏屋（Ქの絵・なまずの絵）～

丸山教～紀伊ᅳ屋（五反田節）～ᐩ形山（輝け杉の子）〕

１，北向き地蔵と馬頭観音

南武線と小田急線の交差する登戸駅から小田急線のガードをくぐって商店街を進むと、

堤防の方からདྷる道と交差する。

その四つ角の左側に北向き地蔵のほこらがあり、其の地蔵と馬頭観音が並んで建ってい

る。地蔵は西向きが一般的で、北向きはごར益があり子どもを守ってくれる。いわゆる「子

育て地蔵」として信仰されている。

登戸駅付近からこのあたりまでの間は、ひと

むかし前までは葦の茂る大きな沼で、古に

よればヒシ藻が一面に生え、カモもྑく集まったという。多摩川がཚྲྀしていたころの名

残で、今の堤防ができた後も堤の外に沼があった。南武線がしかれる時に、この沼は埋め

ཱてられたが、つい最近までは低湿地が残っていた。現在の登戸駅前からは、そんなこと

は想像もできない。（かわさき散歩より引༻）

登戸駅から徒歩で１５分ほどの所にある生田地の「菖蒲園」

馬頭観音は文政１０年（１８２７）の建ཱで、

この近在の馬子の総もとじめであった近くの

ཋ場経営者、手塚氏の先祖が馬のྶをなぐさめ

るために建てたものである。

台石をみるとこの近辺だけでなく、八王子、

府中の人の名も刻まれている。荷物༌送の中心

的役わりを果たしていた登戸宿の馬方たち

のようすがしのばれる。
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２，巌谷小波（いわやさざなみ）「なまず」の句碑

巌谷小波ＪＲ南武線登戸駅・小田急線向ヶ丘༡園駅北口下車。྆方とも徒歩約５分。結婚式場・

うなぎ・若鮎の川魚ྉཧでも名高い柏屋は津久井街道に面した舗である。最近は鉄筋三階に近

代化された。街道沿いの白壁土蔵の傍らに高さ１２０ᶣくらいの根府川自然石に刻まれた文豪巌

谷小波の句碑が建てられている。

柏屋フロントにある飯田九一画「Ქ」 柏屋正面玄関にある巌谷小波作「Ქ」

（なまず）

の句碑

（句 碑） 「小春日や 日本一の 腹加減」

巌谷小波賛 飯田九一画

「小春日や日本一の腹加減」の小波讃にぴったりの飯田九一画「なまず」が泳いでおり、柏屋

を訪れる人々への味の魅ྗは十分である。碑陰にはつぎの誌がある。

１９３２年（昭７）吉辰 登戸俳句会建之贈 柏屋峰吉氏・そして伊藤葦天外２２名の

俳句会の名がྻ記してある。

１９３２年（昭７）秋頃向ヶ丘༡園で句会があり、そのあと柏屋でᲥྉཧを食した。

（スッポン煮）

飯田九一がᲥの絵を描き、そこに同席していた巌谷小波が即興句「小春日や日本一の腹加減」

を揮ᓼしました。

（追記）スッポン煮：「なまずを切り身にし焼いてから煮る食べ方が大変評判であった。」

（柏屋のあゆみ）

登戸は多摩川と多摩丘ྕを背景に自然に恵まれた地形でかってはཱྀ人が宿場としてར༻してい

た༝དྷとྺ史を持つ地域です。

当時周辺では、農業の傍ら大工・左官業・下駄作りを営む職人の待町として栄えていました。そ

うした兼業農家でもあった柏屋は１８３０年（天保元年）頃宿屋を開業いたしました。

以དྷ代を重ね、伝統の川魚ྉཧを受け継ぎながら結婚式場や会席ྉཧへの道を垢ぎ、時代の変化

に合わせて地元の皆༷と共に生き、伝統の味今も伝えております。

「日本ྉཧ 柏屋：しおり」より引༻

【ＪＲ南武線・小田急線登戸駅下車徒歩１０分】
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３，丸山教「葦天」の句碑

【句 碑】

ひとりだけ

残りし信者

辺親し

ＪＲ南武線登戸駅下車徒歩１０分。小田急線向ヶ丘༡園駅下車徒歩７分。川崎市ཱ登戸小学校

にいく少し手前に丸山教本庁がある。芝生に三つの句碑が並んでいる。向かって右側が葦天の句

碑である。 葦天の句碑は、昭４９年４月２１日に除幕されました。そして６月１７日の午後

に数え年９１歳で帰天いたしました。

４，佐藤紅句碑

【句 碑】

天地の

初め畑を

誰が打ちし

紅先生の句碑は昭４６年４月の建ཱで、ཪ面には建ཱの年月日と、佐藤惣之助・༘ཬ༘ཬ・

ᙛ麻答・伊藤葦天と４人の弟子の名が記されています。

５，佐藤惣之助「雲雀の句碑」

【句 碑】

句碑の句の

中より雲雀

鳴きいでよ
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丸山教本庁の芝生の庭に、佐藤紅の句碑「天地のはじめの畑を誰が打ちし」がある。昭４６

年４月、紅の門人佐藤惣之助・伊藤葦天等によって建てられたもので、この句碑の除幕式のと

きに惣之助が詠んでいます。

丸山教本庁の花 丸山教本庁の藤の花

６，紀伊国屋と五反田節（小田急線向ヶ丘༡園駅北口下車 徒歩約１０分）

【歌 碑】

五反田の酒屋の小娘子

鳥なれば巣もなかけたや

五反田の境のあの榎

榎にはつたがからまる

娘には殿御がからまる

今は現存していませんが、小泉橋を渡ると府中街道の十字࿏際にモダンな五階建てのビルがあり

ました。川魚ྉཧと五反田節で知られる紀伊国屋である。創業は文化年間といわれ、そのころは

津久井街道を絹問屋が馬の背に荷を乗せて、さかんに通っていた。それに目をつけཱྀ人相手の店

をかまえたのが、初代の喜左ᦱ門で、国元の紀州（歌山県）の酒屋紀伊国屋ののれんを分けて

もらったという。五反田とはこの辺の地名で、二ケྖ༻水をこえるともう登戸ではなくて、生田

の地域にはいる。

都々逸の文句にも

「こまえ（狛江）と思えど心の駒が いつか生田の紀伊国屋」

とある。川向こうの狛江からも人をひきつけたようすがうかがえる。

追記：現在は、モダンな五階建てのビルはマンションに変わっております。この土地でおめでた

いと時に唱われた五反田節の歌詞を刻んだ碑は移設され大切に保存されております。

（川崎市総合文化団体࿈བྷ会発行「かわさき散歩：花とྺ史をたずねて」より引༻）
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15７，ᐩ形城ᅿ（小田急線向ヶ丘༡園駅南口下車 徒歩約 分）

ᐩ形山のᓎ ᐩ形山のさくら ᐩ形山の桜

ᐩ形城ᅿ ᐩ形山展望台 伊藤葦天句碑

伊藤葦天句碑：右 「馬場あとも やかたのあとも 秋の風」

ᐩ形山の「輝け杉の子」 小田急線伊勢原 大山の「輝け杉の子」

１９４４年（昭１９）の夏、国の考え方を受けて、東京だけでなく神奈川県でも大都市であ

る川崎・横浜・横須賀の三市で、学童を集団疎開させることが決められた。川崎市で、３５校あ

った国民学校のうち、２４校の３年生以上６年生まで、７千人༨りの学童が１７１か所に分かれ

て疎開することになった。一番多くの学童を入れてもらう大山町では、３千人以上をむかえると

町の人口が急に増えるので、宿舎・食ྉ・燃ྉから汚物の処ཧまで色々な問題が持ち上がってい

た。しかし、大山町の人々のཧ解と協ྗにより、ようやく受け入れてもらえることになった。大

山が疎開の場所に選ばれたのは、が多い山なので安全であること、子どもを受け入れられる施

設が多く༗るということだった。（中ུ）こうして学童疎開は１９４５年（昭２０）９月まで

続いた。９月にはいると、毎日のように引き取りの人がやってきた。・・・１０月２６日、先生

は、何か決心でもしたかのように部屋に入ってきて、「１０時の電車で、川崎に向かいます。し

たくをしなさい。」と、おっしゃった。ただうれしくて妹と手を取り合ってよろこんだ。༦方川

崎駅に下りると「町がなくなっていた」。目の前は、空襲で変わり果てた焼け野原だった。（以下

ུ）（参考・大山町で疎開生活をした学校及び人員）大師：５１３人・向：１４９人・宮前：３

４０人・旭町：３６０人・富士見：２６１人・御幸：２７０人玉川：２２１人・平間：１２６人・

住吉：３５２人・・・ 合計：２５９２人（川崎市学童疎開副読本「輝け杉の子」

より引༻）
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（参考資ྉ）各氏のプロフィール（いずれもＨＰより引༻）

，巌谷小波（いわやさざなみ）

１８７０年７月４日（明治３）～１９３３年（昭８）９月５日

明治・大正期の作家、児童文学者。本名は季༤（すえお）別号に࿂山人（さざなみさんじん）東

京麹町生まれ。

巌谷家は近江水口藩の藩医の家柄で、父一（いちろく）は明治政府の高級官྅でのち貴族院議

員、書家として著名であった。少年期より文学に興味を持ち、༟福な家庭に育った。独逸学協会

（現ᘐ協中学・高校）へ入学するも、医者への道を歩ませられることを嫌い、周囲の反対の中で

文学を志して進学を放棄し、１８８７年（明治２０）文学結社の硯社に入る。

尾崎紅༿らと交わって、機関誌「がらくた文庫」（がらくたぶんこ）に「五月鯉」（さつきこい）

などの小説を発表したが、少年少女のセンチメンタルな࿀愛を描く作品が多かった。

（以上巌谷小波（いわやさざなみ）ＨＰより）

，飯田九一（いいだくいち）

横浜市出身の日本画家の故飯田九一 １８９２～１９７０ は、俳人画家としても活༂され、俳ᨢ

関係の収集家でもありました。氏のコレクションは、県史編集室が寄託を受け、神奈川県文化資

ྉ館を経て、現在、県ཱ図書館が保管しております。

コレクションの内༰は、図書・雑誌（１０８１冊）、軸物（８９本）、一枚物（２７２枚）、

器（８０点）、飯田九一関係（１２０点）、その他であります。なかでも、芭蕉、其角、蕪村等の

真跡を含む俳ᨢ関係の短冊のコレクションは、専門家のあいだでも、あらゆる分野の俳人、画家、

文化人などの短冊も網ཏして収集されています。神奈川県ཱ図書館では、このコレクションの目

を第一集「図書・雑誌等之部」、第一部「短冊之部」として刊行しています。

，伊藤葦天（いとういてん）

１８８３年（明治１６）１１月１７日生まれ～１９７４年（昭４９）

神奈川県橘樹郡登戸村（川崎市）生まれ。

日本大学を卒業後、明治４１年に丸山教第３代教主になり、伊藤兵衛を名のる。葦天の号を

使い、俳画やあ郷土史研究を行う。飯田九一や佐藤惣之助と親交があり。昭４７年に第１回川

崎市文化賞を受賞する。

（参考文献）

・『伊藤葦天句集穂』（伊藤葦天著俳句研究社）１９５９

・『伊藤兵衛』画集伊藤兵衛著伊藤兵衛 １９６６

・『稲田郷土史』伊藤兵衛著稲田郷土史刊行会１９７０

（資ྉ）

短冊：『松の芯まで 噴水の 上がらんと 葦天』
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，佐藤紅

１８９０年（明治２３）東奥義塾を中退、青森県尋常中学校（現弘前高等学校）に入学。１８

９１年（明治２６）、遠縁に当たるᠨ南をཔって上京、ཌ年日本新聞社に入る。正岡子規の勧

めで俳句を始める。１８９５年（明治２８）、病により、帰郷、東奥日報社に入り、小説、俳句

などで活༂。１８９６年（明治２９）、東北日報社（ཌ年河北新報社）の主筆。１９００年（明

治３３）、報知新聞社に入り大隈重信に重༻される。記者活動の他、俳人として活༂。大デュマ、

ヴィクトル・ユーゴーなどの翻༁もする。１９０５年（明治３８）、記者生活を止め、俳句研究

会を起こす。小説「あん火」「鴨」など自然主義風の作品により注目をཋび、１９０８年（明治

３９）から１９１４年（大正３年）まで、新派の本郷座の座付作者を勤める。（以下ུ）

，佐藤惣之助

佐藤慶次・うめ夫妻の二男として出生。佐藤家は川崎宿（現川崎市川崎区）の本陣を༬かる

家柄であった。佐藤紅に師事し俳句を学び、１９１６年（大正５）に最初の詩集である『正義

の兜』を出版。ཌ年には、第２集である『狂へる歌』を出版。１９３３年（昭５）１月、妻の

花枝が死去。同年萩原朔太の妹、萩原愛子（アイ）と再婚。作曲家、古賀政男と組み多くの楽

曲を世に送り出す。１９３８年（昭１３）には、久米正༤、ྛ房༤、河口松太らと中国へ従

軍記者として赴く。義兄朔太が死亡した４日後、脳溢血で急逝。享年５１歳。なお、川崎信༻

金庫本店の所在地が佐藤惣之助の生家跡であり、同敷地内に「佐藤惣之助生誕の地碑」が建てら

れている。

（参考：代表的な作曲）

ᶃ 大阪音頭（歌：藤本二三吉） ᶄ赤城の子守唄（歌：東海ྛ太）

ᶄ 月形半平太の唄（歌：東海ྛ太） ᶆむらさき小唄（歌：東海ྛ太）

ᶇ白衣の佳人（歌：ディックミネ） ᶈの地平線 歌：楠繁༤

（続：輝け杉の子）其教師の日記妙

【大山：小田急線伊勢原駅から大山行バス終点下車した後ケーブルカーに乗車する】

・大山町疎開児童３６０名を引して向かう。伊勢原より大山町までの２ཬは炎天下にて子供に

は酷。気遣いつつ進む。幸い一人のམ伍者もなし。（１９年８月２１日 月）

（追記：先日大山から伊勢原まで炎天下のもと歩いてみました。下りだったとはいえ少しこたえました）

・そろそろ家を࿀しがる者あり。目にྦをたむる女児。ご飯のྔ少なく༨計家を࿀しがるか。や

りきれぬ也。（８月２３日 水）

・午前１１時半頃被爆。吉川ྈ生徒即死。（２０年５月１９日）

・午後授業終ྃ後、ཪ山に防空壕をひとりで掘り始める（６月６日）

・男、Ａが主犯で米、豆粕の盗食い。調べてみると生米一握り５０銭で売買。何とか腹一杯食

べさせたい。６月１８日）・・・

・大山から再疎開、極秘に事は進んでいるらしい。（６月２６日）

（川崎市学童疎開副読本「輝け杉の子」より引༻）

以上

        


