
グルメポイント 正法庵 中島小学校跡碑 西新井村63番地 新井学校跡碑 薬王院 沼田小学校跡碑

保木間 朴堂小学校跡碑 足立区立西新井小学校裏 近松学校跡碑 圓通寺 協和小学校跡碑

鹿浜校址公園 足立区校址公園の碑 関原分校跡公園 関原小学校分校跡碑 妙喜庵 新田小学校発祥の地

関原の森 愛恵まちづくり記念館 関原防災ふれあいの森公園 木の看板 青和憩いの森公園 公園の看板

佐野いこいの森 文禄2年（1593）に置かれた石 大鷲神社 入り口の石柱

宮城氷川神社 宮城の富士塚 大川町氷川神社 大川富士 保木間氷川神社 保木間富士

小右衛門稲荷神社 小右衛門富士 西新井浅間神社 西新井富士 西之宮稲荷神社 五反野富士 舎人公園 朝日の広場からの眺望

伊興氷川神社 東伊興町富士 綾瀬稲荷神社 綾瀬富士 柳原稲荷神社 千住柳原富士 足立区郷土博物館 一心講の碑

古隅田川 富士見橋 花畑浅間神社 花又富士 鷲神社 島根富士 千住神社 千住宮元富士

足立・葛飾の村境 隅田子育地蔵 古隅田川 常盤橋 堀切駅 堀切駅東口 小台公園 絵で見る隅田川の歴史と現在

隅田川テラス 隅田川防潮堤 中川 足立区・葛飾区境界 千住大橋／橋詰テラス 河番付・橋番付 海から20km 岩淵の景

裏門堰親水水路 裏門堰排水場 北鹿浜公園 震災対策用応急給水施設 大谷田南公園 震災対策用応急給水施設

39
裏門堰親水水路は、東京拘置所(小菅刑務所)脇を流れる
水路で江戸時代に設けられていた｢小菅御殿｣の裏門に由
来しています｡
この水路は元来｢古隅田川｣の河川の一部で現在は親水緑
道となっています｡

87

30

綾瀬駅南口にある駐輪場は古隅田川沿いにあります。最近
駐輪場は整備されて、建っていた常盤橋の橋柱は地面に埋
められて残されています。
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57

5635
花畑浅間神社は社殿を持たず、藤塚の頂上に祀る浅間社
をそのまま社名とし「野浅間」といわれています。
毛長川流域には、多くの古墳や遺跡の存在が確認されて
いますので、この神社もその形態から古墳を利用されたも
のと考えられています。

37

32
綾瀬稲荷神社の創建年代は不詳ですが、五兵衛新田の鎮
守社であったといい、明治7年（1874）に五兵衛神社と、
昭和42年（1967）年に綾瀬稲荷神社と改称したといいま
す。講社は始め山包丸渕講と言い、この地の旧名称　渕
江領の頭文字を丸で囲み、丸渕講と言ったとのことです。
高さ約2m

94

日本武尊ゆかりの由緒ある神社で正岡子規もこの地を訪
れ、詠んだ句碑があります。
富士塚の山頂には木花開耶媛（このはなさくやひめ）（美
容と芸能の神）が祀られています。高さ約4ｍ。富士講の
際に歌われた「島根囃子」と「神代神楽」の記念碑もあり
ます。
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西之宮稲荷神社は、天正2年（1574）京都・伏見稲荷大社の
御分霊を勧請し創建されたとされています。
高さ約3ｍ。平成12年（2000）神社の増改築の完成に伴い再
築されています。

このスーパー堤防は今年（平成29年）3月に完成したばかりの2代
目となります。この地域は軟弱な沖積層に暑くおおわれて大半が
海面下となっているため、昔から多くの水害を被っていました。東
京都は昭和32年（1957）から防潮堤や水門に着手し隅田川の防
潮堤は昭和50年（1975）に概成、以降水害は発生していませ
ん。

喜田屋　本店

国産の新鮮な鶏肉と豚肉だけにこだわり、安全でおいしい
焼き鳥が食べられる【とりちゅん】は、地元の方に愛され
ています。ふんわりと口の中でとろける希少部位の『白レ
バ』やもも肉の旨みをシンプルに味わうボリュームたっぷり
の『鳥もも』などが人気　　　11時からの営業

薄皮たい焼き　たいあん
ぱりぱり焼とたっぷりのあんが美味しいたい焼き。北海道
和三盆を使用した上品な味わいです。
たい焼きつくり体験会など開催したりと、地元に親しまれて
いるお店です。
11時からの営業

水戸光圀も、江戸と水戸との往来のために千住宿をよく通
り、道中での休憩時に「槍」を近くの清亮寺にあった松の
木に「立て掛けた」とか。その「松の木」の前にあった団
子屋なので「槍かけだんご」と言うのだそう。みたらし味
の「やきだんご」と「あんだんご」は、備長炭で一本一
本ていねいに焼き上げています。

70
この地区は木造住宅が密集し消防車が入り込めないような行
き止まり路地等が存在します。「逃げないで済み、災害に強
いまちづくり」のコンセプトのもと、昭和60年（1985）から7年
間「防災生活圏もモデル事業」が実施されました。公園内に
は「防災まつづくり宣言」が掲げられています。

明治16年（1883）鹿浜小学校の分校が開設されました。
荒川放水路（現在の荒川）が完成したのは昭和5年
（1930）。鹿浜とは荒川の対岸の地名ですが、当時まだ
荒川はなく地続きでした。この発祥の地の碑は「新田小学
校」の創立３０周年を記念して昭和53年（1978）に建てら
れたものです。

17 38
現在、中川沿いの道を整備中ですが、足立区・葛飾区の
境界が、工事の告知看板にてはっきりとわかるようになって
いるという珍しい光景です。

55

明治11年（1878）開校。２０坪ほどの木造校舎でしたが、当
初の塾生５７名の出席率は９０％と記録されています。また大人
のために働きながら学べる夜学も設置されていました。
科目は四書・日本外史・政紀・算術・習字その他算盤など多
義に亘って教えていたとあります。

この周辺は淵が入り組んでいたところから「淵の宮」と呼
ばれていたとのことです。境内の左に浅間神社がありま
す。都内最北端の富士塚は東伊興町富士と呼ぶ人もいま
す。高さ約1ｍ。
付近一帯は古代遺跡で神社前には平成5年（1993）に開
設の伊興遺跡公園があります。

13

2017年9月3日（日）　第4回 足立フォトロゲイニング　チェックポイント
合計2000点  (1分遅刻につき50点減点)
5時間の部　10:15～15:15（クーポン使用で最大15分延長）
3時間の部　12:00～15:00（クーポン使用で最大15分延長）

52 82

薬王院は元禄年間の創建といい、明治7年（1874）4月には当
所に小学校が開設され、現江北小学校の前身として、昭和20
年（1945）まで教育の道場に当てられていたといいます。
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44 64
明治13年（1880） 近松松次郎氏から学校敷地の寄付があ
り、新井・淵江両校合併し、校舎を建設「近松学校」が開
校しました。これが西新井小学校の前身となります。明治22
年（1889） 本木村・興野村・西新井村が合併し西新井町に
なり、それに伴い近松小学校は本木小学校西新井分校となり
ます。

ジョエル・ロブションなどで修業を積んだ店主が2011年に
開業、オリジナリティ溢れるパンを提供しています。
ハード系のパンが評判で通常は3時間ほどのところ、16時
間も発酵させるそうです。

昭和4年（1929）に開校した本木尋常小学校 関原分教場
（教室5、用務員室1、宿直室1）があった場所だというこ
とで、標柱もちょっと校門っぽいデザインを採用していま
す。

93

とりちゅん

7

グルメポイントではクーポン券が使えます。クーポン券を使ったお店では
1店舗につき5分間制限時間（最大15分）を延長できます。
クーポン券は競技時間内のみ有効です。
競技終了後の返金はできません。

24 63

25

明治7年（1874）如法寺本堂を仮校舎として「第一大区・
第五中学区四番公立小学・新井学校」足立区初の公立小
学校が開校しました。明治12年（1879）に出火全焼し、
学校は民家を仮用、如法寺は肺寺となってしまいました。

42

かどやの槍かけだんご

27

元禄年間（1688-1704）に創建したと伝えられ、文化2年
（1805）に智生尼と智苗尼が四畳半一間の茅屋を建立し
開基となったといいます。嘉永6年（1853）には寺子屋を
建て、明治6年（1873）には私立中嶋学校を開設するな
ど、子弟教育に力を注いだといいます。

富士講とは、江戸時代に成立した民衆信仰のひとつで、特に江戸を中心とした関東
で流行した角行の系譜を汲むものをいう。講社に留まらずその宗教体系・宗教運動
全般を指すことも多く「富士講」と言うと通常はこちらを指しています。
富士講が広まるに伴って富士塚も多数つくられました。
足立区には都内23区で二番目に多い12基の富士塚が残っています。

この公園の西側には明治27年（1894）創立の鹿浜尋常小
学校がありました。
また、この公園には10年ほど前までプールがありました
が、現在は開設中止となり、その部分が広々とした空間に
なっています。

千住に集落が形成れ始めた延長4年（926年）伏見稲荷よ
り勧請、稲荷神社を創立されました。源義家も奥州征伐の
際、ここで陣営しました。千住神社と改称されたのは大正4
年（1915）のことです。富士塚は約4m。富士山開きの七
月一日のみ、登山参拝ができます。

神社は東西に通る流山道が戦国時代以前に成立しており、
また当地に千葉氏の陣屋跡があったことから、慶長年間
（1596年ごろ）以前に創建されたようです。社殿左手の富
士塚入口の鳥居には「榛名神社」と記載。榛名神社として
祀られていますが、富士登山の記念講碑も建てられていま
す。高さ約4ｍ。

各地で行われる「酉の市」の発祥といわれています。
神社の鎮守の杜は、区内最大規模で大樹も50本以上有してい
ます。
花又富士の富士講中により明治5年（1872）の記年のある富
士登山絵馬が奉納されています。

「堀切」は、荒川放水路と綾瀬川を挟んだ対岸の葛飾区側の
地名です。かつては地続きでしたが荒川放水路の掘削に伴い
分断されました。テレビドラマ『3年B組金八先生』（TBS）な
どの桜中学シリーズや『親子ゲーム』（TBS）、『パパと呼
ばないで』（日本テレビ）、映画『東京物語』『の・ような
もの』のロケ地

小台公園から隅田川に続く歩道に、隅田川に架かる橋などが
絵で楽しめるものがあります。

柳原稲荷神社の創建は詳らかではありませんが、古文書に
は慶長4年(1599年)の鎮守とあります。社殿の右に昭和8年
（1933）柳原富士講により浅間神社を勧請、富士塚が築
かれたとのことです。高さは約2ｍ。門が閉まっていますの
で、門越しに撮影してください。

郷土博物館は昭和61(1986)年に開館し「足立のまつり」
「足立の歴史」「足立のくらし」「ギャラリー」の4つの
コーナーで郷土の歴史と文化を紹介しています。一心講の
碑は、富士登山三十三度の大願成獣を記念して、一心講
の先達大野亀太郎ために講中が昭和10年（1935）に建て
たものです。

49

佐野いこいの森緑地は江戸時代から残る屋敷林で、昭和
49年（1974）に区の保存樹林第1号に指定されました。約
30種（約500本）の樹木があり、様々な野鳥も訪れる生態
系上とても貴重な森です。自然を守るため水曜日と日曜日
のみ入園可能です。

朝日の広場は、日暮里舎人線車庫の上部に盛土をしえ公
園として整備したものです。
標高は17.5mあり、足立区内の地表面では一番高い場所に
なります。
天気の良い日には西側に富士山が見られます。
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26

江戸時代には、地域の学問所として、山内の塔頭寺院の
一つ観音院で寺子屋を開き、学問の普及に貢献していまし
た。
その寺子屋が明治5年（1872）の小学校令発布と同時
に、現在の足立区立舎人小学校の前身である協和小学校
となりました。

45

14
古隅田川沿いには河道の暗渠化の際､欄干が撤去され親柱
のみとなった橋が多数あります。
橋からは、恐らく富士山がきれいに見えたのでしょう。

5

4

Le pain Lapin

足立区を中心に現在15店舗。原点とも言えるどらやき「初
宿（はつしゅく）」や「千住最中」「福良すずめ」「パリ
パリ最中」などの定番のお菓子はもちろんのこと、新定番
新しいタイプの「六人衆焼」「塩味生クリーム大福」もお
すすめです。

3

およそ600年前に創建。岩槻城に勤めていた武士の渡部小
右衛門がこのあたりを開拓しました。参道が上空から見る
と「北斗七星」によく似た形をしています。日光東照宮の
参道も似ているとの説がありますがこういった形は珍しいよ
うです。
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2

29
宮城氷川神社は、豊島重信の子重中が南北朝時代に足立郡宮城
の地を開発、守護神として武蔵国一宮氷川神社の分霊を勧請して
創建、北條氏滅亡時に宮城氏も滅亡したものの、江戸時代初期の
村落成立時に改めて村落の鎮守社として祀ったといいます。氷川
神社の社殿右側に、三峰神社と・富士塚が並んであります。高さ
は約2.5ｍ。

「一般財団法人 公園財団」が管理している交通公園です。
ミニ列車やバッテリーカー、足踏みゴーカート、自転車に乗っ
て、楽しみながら交通ルールを学べる交通公園です。夏には
おむつの取れた未就学児童が水遊びできるじゃぶじゃぶ池も
あります。

59

寛永15年（1638）に富士講中が土地を寄付し、そこに富
士山本宮浅間大権現を勧請して創建したといいます。かつ
ては、富士講と密接な関係がありましたが、それも昭和10
年頃に自然と中止されました。
高さは約0.5m。
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別名川田富士。現在地に移築される以前は町の西北（元
宿）川田耕地にありました。明治44年（1911）荒川放水
路開削工事で移築、大正5年（1915）現在地の西側に、
更に水道幹線工事で昭和43年(1968)に現在地へ。山頂の
奥宮は天保2年（1831）のものです。

15
古隅田川岸に祀られた三体の地蔵尊は、足立・葛飾の村
境であって、旧大谷田村道の追分三角地点に建てられた典
型的な界地蔵です。中央の大きな地蔵からは、元禄元年
（1688）の紀年が読みとれます。毎年8月24日に地域の
子供を集めて子育地蔵祭りが催されてします。

元号の始まり大化元年（６４５）の頃、国、郡、里が制定され住田河（隅田川、古
隅田川）の足立区側が武蔵国足立郡、葛飾区側が下総国葛飾郡として両国の境界
が設定されました。以後営々1362年後の現在まで古隅田川（隅田川）を基にした
境界線は受け継がれた事になります。
江戸開府とともに徳川家康は東京湾に流れていた利根川水系の治水に着手し、洪水
地帯を農耕地に変え、水運路の強化を行った結果、古隅田川は暗渠化しました。

まちなかで自然を感じる公園～やすらぎの公園～
西洋風のパーゴラがお洒落な緑豊かな公園です。ウッド
デッキから続く小道を歩くと、林の中に柵ヒガンバナが楽し
めます。

昭和初期に米人女性宣教師が設立した愛恵学園では平成
の時代に入るまで、ナースリー・スクール（保育所のよう
なもの）や、医師による乳幼児の健康相談会など、子ども
の育成や環境に関する様々な活動を行ってきました。現在
は3棟あった園舎の1つが「愛恵まちづくり記念館」となっ
ています。

矢立初めの句碑が建立されている大橋公園の奥の、は
いってもいいんだろうかと思うような階段から下りると、橋
詰テラスで芭蕉と弟子の曽良の旅立ちの様子を描いた壁画
が迎えてくれます。
河番付・橋番付も大きく描かれており、隅田川・千住大橋
はそれぞれの行司役で登場しています。

隅田川はここで終わりになります。
岩淵水門は現在の荒川と隅田川とを仕切る水門です。かつて
「荒川放水路」と呼ばれた人工河川を現在は荒川と呼び、か
つての荒川を「隅田川」と呼ぶます。この水門はこれらの分岐
点となります。

同じく「一般財団法人 公園財団」が管理している交通公園で
す。
足立区内には、現在7ヵ所の応急給水槽等があり東京都（水道
局）により設置され、管理されています。震災のとき、尊い生
命を守るために欠かせない飲料水の確保をする重要な施設で
す。
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