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祝！府中駅誕生 100 年祝！府中駅誕生 100 年

京王電車が新宿と府中の間に開通したのは、1916 年

（大正 5）のことです。その時誕生した府中駅は、今

年 100 歳になりました。この大きな節目に、京王電

車の開通を軸に、府中の近代を振り返ってみたいと

思います。

③玉南鉄道府中駅はどこにあった？③玉南鉄道府中駅はどこにあった？

写真は、京王電鉄株式会社が所蔵している設計図を

もとに、推測を加えて作製した、玉南鉄道府中駅の

模型です。1925 年（大正 14）に完成したこの駅は、

写真などが残っておらず、模型作製に用いた設計図

が、その姿を今に伝える唯一の史料です。駅舎の外

観とプラットホームを再現してみると、モダンで立

派な造りだったことがわかります。

玉南鉄道府中駅の模型





　京王電車の当初の計画は、その名が示すとお

り、東京と八王子を鉄道で結ぶ予定でした。しか

し、資金不足などの問題から府中以
い

西
せい

の線路敷
ふ

設
せつ

工事に着手できず、免許が取り消されてしまいま

した。この取消し区間に鉄道を敷くべく、地元

の人々と京王電気軌
き

道
どう

が協力して 1925 年（大正

14）に開通したのが、玉
ぎょく

南
なん

鉄道です。

　府中と東八王子（現 京王八王子）を結ぶこの

鉄道により、京王電車の敷設計画は達成されたか

に思えるのですが、ひとつ大きな問題がありまし

た。玉南鉄道の軌
き

間
かん

（レール間の幅）は京王電車

より 1 フィート（約 30.5cm）狭く、車両の相互

乗入れができなかったのです。

　これは、補助金の取得を目
もく

論
ろ

んだ玉南鉄道が地

方鉄道法で免許を取得したためで、軌道条例に基

づく京王電車とは異なる軌間とならざるを得な

かったのです。それにもかかわらず、近距離を並

行する中央本線との利益相
そう

反
はん

を懸
け

念
ねん

されて、玉南

鉄道の補助金申請は却下されてしまいました。

　補助金という目的が潰
つい

えたうえは、別会社でい

ることにメリットはありません。1926 年、玉南

鉄道は京王電気軌道と合併し、軌間の統一工事な

どを経て、1928 年（昭和 3）、ようやく新宿・東

八王子間の直通運転にたどりつきました。

　さて、ここからが本題です。開通から直通運転

までの約 3 年間、京王電車と玉南鉄道の 2 つの

府中駅があったのですが、それらが置かれた場所

について、今回は考えてみたいと思います。

　府中には、大
おお

國
くに

魂
たま

神社の神域であるケヤキ並木

を線路が横切ることを憚
はばか

って、ケヤキ並木を挟

んで東側に京王電車の駅、西側に玉南鉄道の駅が

あったという話があります。府中における人の乗

換え、貨物の積換えを考えると、2 つの駅を離し

て設置することは合理的ではないような気がし

ますが、実際はどうだったのでしょうか。

　今夏に開催した特別展「京王電車がとおった

ころ～府中駅誕生 100 年記念～」に伴う調査

で、1923 年に締結された京王電気軌道と玉南鉄

道の土地の貸借契約書を発見しました。ここに

は、玉南鉄道が停
てい

車
しゃ

場
じょう

用地として「新
しん

宿
しゅく

北 9065

～ 9073 番」を京王電気軌道から借用することが

記されていました。停車場とは駅のことですの

で、このエリアに玉南鉄道府中駅が設置されたと

考えられます。これを上の 1941 年の地図で確認

してみると、一部消えている地番はあるものの、

ケヤキ並木の東側にあることがわかります。ここ

から、玉南鉄道府中駅はケヤキ並木の西側ではな

く東側にあり、開通当初から線路はケヤキ並木を

横切っていたと判断できます。

　それでは、京王電車と玉南鉄道の府中駅はどの

ように配置されていたのでしょうか？

　まずは、表紙の模型写真を見てください。駅舎

とプラットホームの位置関係、および電車の進行

方向から、玉南鉄道の駅舎入口が南向きだったこ

とがわかります。それを踏まえて、模型のもとと

なった設計図から作成した 1 階部分の図（下図）

を見ると、改札が入口を入って正面左右と、駅舎

の東側にあるのが確認できます。なぜ 2 か所あ

るのか不思議でしたが、東側の改札がまっすぐプ

ラットホームに繋
つな

がっていることから、これを京

王電車との乗換え用だと考えると合
が

点
てん

がいきま

す。つまり、京王電車

の府中駅は、玉南鉄道

府中駅の東側に建って

いたと推測できるので

す。京王電車の駅舎の

構造などは定かではあ

りませんが、この時期、

2 つの府中駅が近接し

て建っていたのは、間

違いないでしょう。

( 花木知子 )

1941 年（昭和 16）の府中町の地図（部分）

祝！府中駅誕生100年祝！府中駅誕生100年
　③玉南鉄道府中駅はどこにあった？

玉南鉄道府中駅の 1階平面図
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　このたび、今年の春に出土した埴
はに

輪
わ

の復元作業が完了しまし

た。全体が復元できた貴重な埴輪を紹介したいと思います。

　復元した埴輪は、円
えん

墳
ぷん

の周
しゅう

溝
こう

内で発見されました。周溝の幅

は 4～ 5 ｍ、墳
ふん

丘
きゅう

の直径は 10m 以上と推定できます。調査地点は、

市史跡高
たか

倉
くら

塚
づか

古墳を含む約 30 基
き

の円墳で構成される高倉古墳群

の中にあります。高倉古墳群で、埴輪を伴う古墳が発見されたの

は今回が初めてです。

　埴輪とは、古墳の墳丘の上部や周囲に並べられた土製品です。

人や動物、家などの形をした形
けい

象
しょう

埴輪と、筒状の円
えん

筒
とう

埴輪に大

きく分けられます。円筒埴輪の上部に朝顔の花ように開いた部分

が付いているものを朝顔形埴輪と呼んでいます。

　出土した約 230 点の埴輪片を接合したところ、円筒埴輪３個

と朝顔形埴輪１個が復元できました。最大のもので高さ約 40 ㎝、

中央付近の直径が約 17 ㎝です。円筒埴輪には２条の凸
とっ

帯
たい

と透
す

か

し穴があけられています。素焼きのため赤
せき

褐
かっ

色
しょく

をしていて、表

面を整えるために付いたハケメと呼ばれる痕
こん

跡
せき

が見られます。朝

顔形埴輪は、上部と２段目が欠損していましたが、高さを推定し

て復元しました。

　市内での埴輪を伴う古墳は、御
み

獄
たけ

塚
づか

古墳群の 1 基に次ぐ発見

です。このときには 4 個の円筒埴輪が復元できました。

　これらの埴輪の製作年代は 6 世紀代と考えられます。6 世紀か

ら７世紀は、古墳時代の後期・終末期にあたり、府中市内では白
しら

糸
いと

台
だい

古墳群・高倉古墳群・御嶽塚古墳群の三つの群集墳と上
じょう

円
えん

下
か

方
ほう

墳
ふん

である武
む さ し

蔵府中熊
くま

野
の

神
じん

社
じゃ

古墳が築
ちく

造
ぞう

されました。

　今回出土した埴輪には、埼玉県東部の埴輪窯
がま

で生産されたもの

に類似する点があるので、埴輪生産地からの完成品の供給や埴輪

製作技術者の派遣が推測できます。いずれにしても遠
えん

隔
かく

地
ち

との交

流を物語る遺物であることは確かです。

　埴輪を伴う古墳は、市内では 2 基しか発見されていませんので、

特別な存在といえます。埴輪が並んだ古墳では盛大な儀式が執
と

り

行われたことでしょう。そこには遠方からの参列者もいたのでは

ないでしょうか。 朝顔形埴輪想像図





宇宙から星を測る

　 はじめに
写真は、私たちの住む銀河系のおとなりのア

ンドロメダ銀河です。銀河系もアンドロメダ銀河

と同じような渦
うず

巻
ま

き銀河の一種であることが分

かっています。銀河は、太陽と同じような星、恒
こう

星
せい

が小さいもので数百万個、大きなものになると

数千億個もあり、星の大集団をなしています。

銀河系の星々の位置や運動は、地上の望遠鏡

で調べられてきました。その結果から出された星

の位置などを記録したカタログはいくつかあり、

代表的なものとしてスミソニアン天文台の SAO

星
せい

表
ひょう

、ハーバード大学天文台の HD 星表などが有

名です。どれも天文学の観測や研究などに利用さ

れてきましたが、銀河系の内部を詳細に調べるに

は、数も精度も足りません。

　 宇宙から星の位置や距離を調べる
20 世紀も終わりになると、大気の影響を受け

ない宇宙に、望遠鏡を打ち上げる時代になりまし

た。1989 年にヒッパルコスと名付けられた望遠

鏡搭
とう

載
さい

の衛
えい

星
せい

が打ち上げられ、その観測から地上

の望遠鏡での観測とは比較にならないほど精度

の高い、約 12 万個の星を記録した星表がつくら

れました。しかし、精度は上がったものの、観

測した星の数は銀河系にあるおよそ百億個の恒

星の、1 パーセントにも満たないものでした。そ

の後
こう

継
けい

機
き

として、ヨーロッパ宇宙機構（ESA）が、

2013 年 12 月 19 日、ロシアのソユーズ２で宇宙

望遠鏡ガイアを打ち上げました。これにより、今

ＮＯＴＥ 本間 隆幸

アンドロメダ銀河　筆者撮影

宇宙望遠鏡ガイア
©2015 All rights by ESA, European Space Agency





は、もっと多くの星を観測でき、データの総量は

CD-ROM150 万枚分になると言われています。こ

の大規模な観測結果は、銀河系の起源、構造、進

化に関する問題に取り組む際の基礎データとな

ります。同時に、太陽系の天体や多くの恒星の周

りを回る、太陽系外惑
わく

星
せい

などが測定されることに

なります。

　 日本の挑戦
日本では、JASMIN（ジャスミン）検討室が国

立天文台内に設置され、同様の計画が進められ

ています。特徴は、搭載する望遠鏡を超小型（ナ

ノジャスミン）から段階を踏んで大きくしていく

こと。ナノジャスミンで全
ぜん

天
てん

をカバーし、その後

大きくなったジャスミンでは、銀河の中心方向を

詳しく調べます。このままではガイアと同じこと

をするだけですが、ガイアが人間の目で見える可
か

視
し

光
こう

を観測するのに対して、ジャスミンは、少し

波長の長い赤外線を観測します。銀河系のディス

クにはガスがたくさんあります。このガスは、星

からの可視光を吸収してしまうため、遠くの星の

位置を精度良く観測することを難しくします。一

方、赤外線は、ガスからの吸収を受けにくいため、

ディスク面に沿った遠い方向や銀河の中心付近

の星の位置と動きを正確に決めるのに適し、遠方

の天体を精密に観測することができます。

　 ナノジャスミン、そして小型ジャスミンへ
日本が打上げを予定しているナノジャスミン

は、日本で初めての宇宙からの位置天文の観測

を行う目的の超小型衛星です。一辺 50 ㎝の立方

体で重量 35 ㎏のこの衛星は、ガイアの最長 4.3m、

打上げ時重量 2,030kg に比べると、とても小さい

筐
きょう

体
たい

です。そこには、ガリレオが使った望遠鏡と

大差ない、口
こう

径
けい

5 ㎝の望遠鏡が搭載されます。ガ

イアは口径が大きいため、明るい星の観測が不
ふ

得
え

手
て

ですが、ジャスミンは明るい星の観測が可能な

ので、ガイアのデータを補
ほ

完
かん

するものとしてヨー

ロッパ宇宙機構も期待しています。

これからガイアによって新しい銀河系のさま

ざまな星のデータが届き、解
かい

析
せき

が進むと新たな銀

河系の姿が浮かび上がってくるでしょう。それ

に、ジャスミンのデータが加わり、さらに詳しく

描かれた銀河系の姿を早く見たいものです。

まさに 10 億個以上の星たちの詳しい位置や運動

の観測が、高い精度で進められています。

2016 年のプラネタリウム秋番組「ビリオンサ

ン　星空 3 次元マップをつくれ」では、その宇宙

望遠鏡ガイアを紹介していますが、ここでは、こ

のガイアをさらに詳しく、また番組では取り上げ

られていない、日本が打上げを予定している、赤

外線位置天文観測衛星ジャスミンについて紹介

します。

　 宇宙望遠鏡ガイア
ガイアは、太陽と地球の系

けい

で安定した 5 つの

ラグランジュ点のひとつ、地球から見て太陽の

反対側にある L2 に投
とう

入
にゅう

されました。L2 ポイン

トを周
しゅう

回
かい

することで、地球の影に入ることなく、

熱 的 に も 安

定した状態で、

さまざまな天

体を観測して

います。

天体を捕
とら

え

る望遠鏡は、2

セットの反射

望 遠 鏡 で す。

宇宙船の限ら

れた空間の中で効率よく観測するために、光を集

める鏡の形は、普通の望遠鏡のように丸くなく、

その一部分を切り取った長方形です。それらの望

遠鏡では、5 等から 20 等星までの星を何回か撮

影し、個々の星の視
し

差
さ

から、星までの距離を求め

ます。加えて、星の固有運動を測定し、スペクト

ルからドップラー効果を測り、視線方向の速度を

求め、銀河系の非常に高精度の 3 次元地図を描く

予定です。ちなみにドップラー効果とは、1842

年にオーストリアの物理学者ドップラーによっ

て見いだされたもので、音源が移動した場合、近

づく時に音が高くなり、遠ざかる時には低くなる

ことです。近づく救急車と遠ざかる救急車では音

が変化するのはドップラー効果によるものです。

これは、音の場合ですが、光の場合でも同じ現象

が起こります。また、天体のスペクトルから温度、

組
そ

成
せい

などを調べます。

一つの天体を 70 回、10 億個の星を 5 年間で

観測するとして、単純に計算しても 1 日に 4,000

万個もの天体を観測することになります。実際に

ラグランジュ点
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　ずんぐり体型で、クチバシは横に平たく、足の

指には水かきアリ。尾を振りながら歩く姿はよち

よち行進 ･･･ とくれば、水辺の人気者・カモです。

カモは、中型から大型の水鳥で、湖
こ

沼
しょう

や沿岸部

を生活場所としています。日本では、99％が冬

場にしか観察できない季節限定の渡り鳥です。カ

モの繁
はん

殖
しょく

地
ち

は、シベリア東北部の寒
かん

帯
たい

から亜
あ

寒
かん

帯
たい

にかけての地域で、寒くなると雪と氷に閉ざさ

れ、餌
えさ

を採
と

るのもままなりません。そこで彼らは

長距離を飛行して温帯・亜熱帯地域に渡って来る

と言うわけです。120 種を数えるカモの仲間の内、

日本を訪れるのは 30 数種で、上野の不
しのばずのいけ

忍池や新

潟の瓢
ひょう

湖
こ

など、有名な飛来地リストの中には多

摩川も加わっています。99％渡りをするカモの

内、唯一日本に一年中留まって、繁殖している種

類はカルガモだけです。

　それでは多摩川で観察できるカモをじっくり

見ていきましょう。まずは、彼らの餌の採り方に

注目してください。クチバシを水面と平行に進ま

せながら泳ぐ姿を目にしますが、実はこれが採
さい

餌
じ

のスタイルです。平たく横に広がる特徴的なクチ

バシで、水面に浮いた植物の種や微生物をすくい

採っているのです。また、体半分を水中に潜
もぐ

らせ

ながら逆
さか

立
だ

ちの格好で、水底の水草などを食べる

のにも適しており、いわゆるシャベルの役割を

担っています。主に淡
たん

水
すい

域
いき

にいる大方のカモのク

チバシは一
いち

様
よう

ですが、ハシビロガモのように、超

特大で靴べらのような形をしたものもいます。海

水域に多いカモも水中に潜って魚類や貝類、海藻

などを食べます

が、特にアイサ

類のように、ク

チバシの先が鍵
かぎ

状
じょう

で、採った魚

が離れにくい形

となっているカ

モもいます。採餌法が異なることで、微
び

妙
みょう

な違

いが淡水域と海水域のカモで見られます。水面

上、もしくは上半身を潜らせて餌を採る淡水ガモ

は胴のほぼ中心に足があります。陸に上がって歩

くことも多いので、バランスを取るのにも有効で

す。水に浮く姿も尾が高く上がっています。対し

て海ガモの足は胴のやや後方に付き、潜水採餌に

は適当です。尾は水面に浸
つ

かっていることが多

く、陸上では体を立てています。飛び立つ時は水

面を助走するので、垂直に飛び上がる淡水ガモと

は異なる足の使い方なのでしょう。

　次はカモの羽に注目。静止しているカモの、た

たんでいる羽を見ていると何やらチラッとカラ

フルな部分が見えます。これは翼
よく

鏡
きょう

と呼ばれ、

カモ類の次
じ

列
れつ

風
かざ

切
きり

羽
ばね

に現れる特有の色です。この

色は種によって様々なので、翼鏡と雨
あま

覆
おおい

の色の

組合せで、遠くで飛んでいるカモが識別できるこ

ともあります。翼鏡は色素ではなく、微
び

細
さい

な構造

による反射や干
かん

渉
しょう

で現れる色なので、見る角度

によって違う色に見えるのです。翼鏡のある次列

風切羽は旅客機のフラップ部分に相当し、飛行中

も比較的固定されています。群れを作って渡りを

するカモは、前を飛ぶカモの翼鏡を目印にしてい

るのではないかと考えられています。

　もう一つ羽のミステリーがあります。渡り先の

土地で見るカモの雄
おす

は、雌
めす

同様の地味な羽色をし

ており、図鑑に載っているような雌
し

雄
ゆう

の識別が難

しいことがあります。これは、繁殖後に雌雄共に

羽をリニューアルするのですが、その際に雄の羽

がエクリプス羽と言う地味色に変わった状態で

渡って来るからです。越
えっ

冬
とう

地
ち

ではふたたび綺
き

麗
れい

な

雄の羽色に戻り、身だしなみを整えた雄は、雌に

求
きゅう

愛
あい

してつがいを形成すると、繁殖の地へと戻っ

て行くのです。

　多摩川の中流域は、渡り鳥 ･･･ 特にカモには欠

かせない越冬地です。コガモやヒドリガモを頭
かしら

に

10 種類前後が訪れます。但し、1997 年以降、そ

れぞれの個体数で、減少傾向が報告され現在に

至っています。豪
ごう

雨
う

や台風による環境変化や、護
ご

岸
がん

や鉄橋補修などの河川工事が要因と考えられ

るものの、近年、他方面から進出している多
た

様
よう

な

野鳥が多摩川を賑
にぎ

わしていることにより、もしか

したら満員電車を避
さ

けるような意識が働いてい

るのかも知れませんね。　　　　　　（中村武史）

③ー冬鳥の主役ー
 カモ

たたまま
ががわわ 野鳥セレクション野鳥セレクション

餌を採るのに適したクチバシ

翼鏡

雨覆





　日本に生息する野生鳥類の 4 分の 3 に相当す日本に生息する野生鳥類の 4 分の 3 に相当す

る約 4,000 種は、太平洋・北米大陸・ロシア・東る約 4,000 種は、太平洋・北米大陸・ロシア・東

南アジア諸国などを渡ると言われます。これらの南アジア諸国などを渡ると言われます。これらの

鳥は、鳥は、繁繁
はんは ん

殖殖
しょくしょく

地地
ちち

とと越越
えっえ っ

冬冬
とうと う

地地
ちち

を正確に移動する行動をを正確に移動する行動を

毎年繰り返し、「渡り鳥」と呼ばれます。日本で毎年繰り返し、「渡り鳥」と呼ばれます。日本で

言うところの「渡り鳥」は、南方で冬を越し、春言うところの「渡り鳥」は、南方で冬を越し、春

から夏に渡来して産卵・から夏に渡来して産卵・育育
いくい く

雛雛
すうす う

を行う「夏鳥」、北を行う「夏鳥」、北

方で繁殖し、方で繁殖し、餌餌
えさえ さ

のの乏乏
とぼと ぼ

しくなる秋から冬に渡来してしくなる秋から冬に渡来して

越冬する「冬鳥」に分けられます。越冬する「冬鳥」に分けられます。

 また、北から南へ長距離移動するシギやチドリ また、北から南へ長距離移動するシギやチドリ

の仲間は、シベリアから東南アジアに向かう途中の仲間は、シベリアから東南アジアに向かう途中

に日本を中継地として利用します。さしずめ道のに日本を中継地として利用します。さしずめ道の

駅でちょっと駅でちょっと一一
いっい っ

服服
ぷくぷ く

と言った感じですが、これらと言った感じですが、これら

を「旅鳥」と呼びます。他には、正式な「渡り鳥」を「旅鳥」と呼びます。他には、正式な「渡り鳥」

ではないものの、日本国内の山地と平地を季節でではないものの、日本国内の山地と平地を季節で

行ったり来たりする「行ったり来たりする「漂漂
ひょうひょう

鳥鳥
ちょうちょう

」、同一地域からは動」、同一地域からは動

きませんが、近距離移動を行う「きませんが、近距離移動を行う「留留
りゅうりゅう

鳥鳥
ちょうちょう

」がいます。」がいます。

　これから日本に渡って来るのは、カモ類やツグ　これから日本に渡って来るのは、カモ類やツグ

ミのように越冬目的で北方から訪れる「冬鳥」たミのように越冬目的で北方から訪れる「冬鳥」た

ちがメインとなります。ちがメインとなります。

　さて、渡り鳥を迎える　さて、渡り鳥を迎える常常
じょうじょう

宿宿
やどや ど

の多摩川ですが、の多摩川ですが、

野鳥にとっては変化に富んだ生活空間がありま野鳥にとっては変化に富んだ生活空間がありま

す。流れの速いす。流れの速い瀬瀬
せせ

、、淀淀
よどよ ど

んだんだ淵淵
ふちふ ち

、、中中
なかな か

洲洲
すす

、ワンド、、ワンド、水水
みずみ ず

際際
ぎわぎ わ

、、高高
こうこ う

水水
すいす い

敷敷
じきじ き

（河原）の草原、（河原）の草原、堤堤
ていて い

防防
ぼうぼ う

など、など、選選
せんせ ん

択択
たくた く

肢肢
しし

はは

様々です。これに人工の様々です。これに人工の護護
ごご

岸岸
がんが ん

やや堰堰
せきせ き

なども多く設けなども多く設け

られ、それぞれの生態に適した場所で年間を通しられ、それぞれの生態に適した場所で年間を通し

て過ごす種類も豊富です。て過ごす種類も豊富です。

　毎年飛来して冬を越す渡り鳥や、高い山などか　毎年飛来して冬を越す渡り鳥や、高い山などか

ら平地に下りてくる漂鳥が加わると、一気にら平地に下りてくる漂鳥が加わると、一気に鳥鳥
ちょうちょう

相相
そうそ う

が豊かになるのです。府中のが豊かになるのです。府中の南南
なんな ん

縁縁
えんえ ん

を流れる多摩を流れる多摩

川において、訪れる「冬鳥」の主役は、何と言っ川において、訪れる「冬鳥」の主役は、何と言っ

てもカモの仲間でしょう。カモ類の数が特に目立てもカモの仲間でしょう。カモ類の数が特に目立

つ理由は、餌の乏しい冬季には集団で行動するつ理由は、餌の乏しい冬季には集団で行動する

ため、群れを見つけやすいからです。集団生活は、ため、群れを見つけやすいからです。集団生活は、

天天
てんて ん

敵敵
てきて き

が接近した時もすぐに感知できる利点があが接近した時もすぐに感知できる利点があ

ります。水面をります。水面を賑賑
にぎに ぎ

わすカモに加えて、水際では旅わすカモに加えて、水際では旅

鳥のシギやチドリも観察できます。鳥のシギやチドリも観察できます。

　ここに新たなグループが混じって来ます。近　ここに新たなグループが混じって来ます。近

年、年、里里
さとさ と

山山
やまや ま

環境の減少で環境の減少で住住
すみす み

処処
かか

を追われたを追われた山山
さんさ ん

野野
やや

の鳥がの鳥が

都市に進出していますが、例にもれず府中の市街都市に進出していますが、例にもれず府中の市街

地でも多種が観察できます。但し、豊かな自然を地でも多種が観察できます。但し、豊かな自然を

有する府中では、すぐ近くに多摩川という有する府中では、すぐ近くに多摩川という絶絶
ぜっぜ っ

好好
こうこ う

のの

環境が存在しているので、里山→都市→多摩川の環境が存在しているので、里山→都市→多摩川の

三角飛びでやって来る種も目立っているのです。三角飛びでやって来る種も目立っているのです。

彼らにとって見れば、彼らにとって見れば、新新
しんし ん

天天
てんて ん

地地
ちち

で暮らすエリアの拡で暮らすエリアの拡

大と言ったところでしょう。府中市の鳥・ヒバリ大と言ったところでしょう。府中市の鳥・ヒバリ

でさえ、畑地などが少なくなった市街地から多摩でさえ、畑地などが少なくなった市街地から多摩

川に川に居居
きょき ょ

を移している現状であり、主にを移している現状であり、主に河河
かか

口口
こうこ う

域域
いきい き

を餌を餌

場としていたカワウが、今や中流域まで場としていたカワウが、今や中流域まで大大
たいた い

挙挙
きょき ょ

してして

上っている様子も上っている様子も見見
みみ

逃逃
のがの が

せません。せません。

  多摩川は、この冬に集まって来る野鳥すべてを  多摩川は、この冬に集まって来る野鳥すべてを

呑呑
のの

み込めるのでしょうか？ 今回の展示では、カみ込めるのでしょうか？ 今回の展示では、カ

モを主体とする冬鳥と、里山から都市に流れてきモを主体とする冬鳥と、里山から都市に流れてき

た鳥をた鳥を併併
あわあ わ

せて紹介します。府中を流れる多摩川せて紹介します。府中を流れる多摩川

は、都市生態系のは、都市生態系の一一
いっい っ

環環
かんか ん

であることを、野鳥を通じであることを、野鳥を通じ

て理解してもらえたらと思います。　  て理解してもらえたらと思います。　  (中村武史)(中村武史)

会場：本館 1階特別展示室会場：本館 1階特別展示室

展示会案内

観覧無料観覧無料

多摩川・冬鳥の陣多摩川・冬鳥の陣

1/28（土1/28（土））～ 3/12（日）～ 3/12（日）

特別展特別展

あしもとネイチャーワールド





　間島での開帳については、3 月 10 日と 12 日

から 15 日にかけて、「開帳立会」と記されてい

るので、内藤重喬もしくは子の重英は、この開

帳に関わっていたと思われます。期間中は多く

の人が参詣し、寄付金もたくさん集まったよう

です。最終日の 15 日には、餅
もち

投
な

げなどのイベ

ントも行われ、その後子権現は遷
せん

宮
ぐう

されたとい

います。遷宮とは、神仏を遷
うつ

して安
あん

置
ち

すること

です。つまりこの開帳は、新しい建物に子権現

を遷す際の記念行事だったと

考えられます。翌 16 日には、

この開帳の際に得た寄付金

や、供
く

物
もつ

を売った収入が 12

両あったため、経費を引いた

2 両を今後の屋根修復料とす

ることも決まりました。この

ように、開帳が寺社の運営に

大きな意味を持っていたこと

がわかります。

　間島の子権現は、伝承では

地元の森田家が、この開帳以前に個人でまつり

はじめたとされています。この開帳が行われた

際も、森田家によって管理されていました。明

治に行われた神仏分離政策に伴い、地名にちな

んで間島神社と改称され、間島の鎮
ちん

守
じゅ

として親

しまれていったようです。しかし現在でも俗称

として「ネノカミさま」「権現さま」と呼ばれ、

最近まで足がよくなるおまじないとして草
わら

鞋
じ

な

どが奉
ほう

納
のう

されていました。

　これまで知られてきた伝承に加え、江戸時代

後期における開帳、遷宮の詳細が、『県居井蛙録』

によって明らかになりました。もちろんこれは

子権現が地域の鎮守として定着する以前の出来

事です。しかし、前身とはいえ地域の鎮守の歴

史がここまで具体的に探れることは少なく、と

ても貴重な記録です。 （佐藤智敬）

※ 

あ
る
む
ぜ
お　

イ
タ
リ
ア
語
で
【
博
物
館
で
】【
博
物
館
に
て
】
の
意
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　『県居井蛙録』を眺めていると、しばしば

「開
かい

帳
ちょう

」という文字が現れます。普段は見せる

ことのない仏像や神像を、特定の期間だけ参
さん

詣
けい

者
しゃ

に拝
はい

観
かん

させることです。そ

の中でも、寺社が本
ほん

尊
ぞん

や宝
ほう

物
もつ

を出張させて開帳することを

「出
で

開
かい

帳
ちょう

」と呼びます。江戸

時代にはこの出開帳が各地で

行われていました。内藤家の

人々も、しばしば出開帳目
め

当
あ

ての寺社参詣をしていまし

た。特に江戸で行われた出開

帳にはたびたび出かけていま

す。いくつか例をあげてみる

と、善
ぜん

光
こう

寺
じ

（長野県）、阿
あん

波
ば

大杉明神（茨城県）、

江の島弁財天（神奈川県）、道
どう

了
りょう

尊
そん

（神奈川県）、

成田山不動尊（千葉県）など多彩です。家で多

くの神仏をまつっている内藤家にとっては、出

開帳は様々な神仏を拝観できるとともに、行
こう

楽
らく

として江戸の中心部に行く機会でもあったので

はないでしょうか。

　一方、地元における開帳の記事もありまし

た。文
ぶん

政
せい

13 年（1830）3 月に、内藤家のある

小
お

野
のの

宮
みや

に隣接する間
あい

島
じま

（現 住吉町）で行われた、

「子
ねの

権
ごん

現
げん

」の開帳については特に詳
しょう

細
さい

です。子

権現とは、現在の埼玉県飯
はん

能
のう

市にある天台宗寺

院・天
てん

龍
りゅう

寺
じ

、または天龍寺を創
そう

建
けん

した子
ね

ノ
の

聖
ひじり

のことで、足の悪い人にとって霊
れい

験
けん

あらたかと

いわれています。同様の信仰を持つ分身の神社

やお堂が、関東地方を中心に多くあり、間島の

子権現はそのひとつです。

 『県居井蛙録』にみる
 江戸時代の庶民の生活連載

『県
あがた

居
い

井
せい

蛙
あ

録
ろく

』は、住
すみ

吉
よし

町
ちょう

の旧家・内藤治
じ

右
え も ん

衛門家

に残されていた、享
きょう

和
わ

2 年（1802）から天
てん

保
ぽう

7 年

（1836）にいたる日々の記録です。4代当主重
しげ

喬
たか

と 5

代当主重
しげ

英
ひで

によって著
あらわ

されたこの史料には、当時の

庶民の生活に関わるさまざまな出来事が記されてい

ます。本コーナーでは、毎回テーマを決めてその内

容を紹介します。

⑦子権現（間島神社）の開帳

現在の間島神社社殿
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