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ま ー
がきえ

校長柏木雅一

本年度は本校創設から数えて 100年目、輝かし

い節目の年に当たります。人に伊'1えるなら一世紀

を生きたことになり、この三春町の発展を見守っ

てきたことになります

山崎小学校 が誕生 Lたのは、明治時代の終わり

(明治45年)、豊島小学校から分かれ、横須賀で

0番目の小学校としてスター卜 Lました。

開校初年度は、 1年生"-5年生まで全 5学級の児童数303人が平屋

校舎へ通うようになりました。

100年の歩みの 聞には、様 々な出来事がありました。大 正時代に

は関東大震災が起き、創立当時の校舎が壊れ、陸軍の建物を借りて

勉強をしていましたが、速いため地成の方々(山崎青年団)の協力

で、パラ ック校舎が建てられました。 さらに、児童数が増加するに

当たり、校舎の建て増 Lを行っていきましたが、それでも足りず 2

部授業を余儀なくされました。

戦後になると、お母さん方のご協力で、味噌汁給食が始まり、ャ

がて完全給食へと移行しました。

また、 1965(昭和40)年には、講堂と木造 2階建て校舎が火災に

見舞われるという悲しい出来事もありま Lた。そして、 1972(昭和

47)年の60周年と同じくして、待望の鉄筋校舎が新築され、近代化

への脱皮が一段と進められました。さら に、 80周年には、校舎内 の

整備ということで、放送宣-職員室-校長室などの改修が行われま

した。

このように、地域の多くの方々に温かく見守られ、ご支援・ご協

力をいただきながら、 100年と いう歴史を積み重ねることができま

Lた。この副読本を作成するに当たり、学校の歴史はもちろん、町

の様子を地域の方に尋ね、様々な方の郷土愛が詰まっています。 ぜ

ひ、この副読本を、郷土学習に生かし、将来立派な社会人になるた

めの道標になると確信しています。大いに利用してほ Lいと考えて

います。

内
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学校のうつりかわり

学校のシンボル(1 ) 

パ

ず

図
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童
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盤

一ノ

丹
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ヰ
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叶

沼

ム

υ

ー
し

た

#ケ」

、ム
刀中のL

，、

機須賀市 のしるし にな らって横須賀港にやって
ぃn. ~ ， L んぱん

くる船の羅針盤をかたちどっています。

方位(東西南北の位置)

「山 J
あん

案化し て校名を表し てい ます 。

を表し、

ニ=
皐O校

に向かつ てまちがい な〈船がi笠むための道しる べであり、

力強く進んでいってほしいと
a

，，‘
、、、

手
ハ
弘

。

ま

す
J

や

ま

あ

、
町、、

て

て
つ

れ

か

、

わ

向

め
ろ

が
こ

い

と
川
願

す

う

布
、
』
い

(特ちょうを表すもの)

Oシンボル

校庭とL、えるのは、山崎小のシン ボル

今から 100イチョウ の 木は、に そびえる 大きなイチョウ の 木 です。

学校が建て られた ころ に うえら れたもので、
み 1 ， 

ずっと見守勺てきました 。

ゃ

γ』
寸

正

史

り

歴
M

実

の

が

パ
叫
ん

崎

な
山

ん長
」のんん、ー、

年前、

たく手火!こは、

す。

歴史を見守るいちょうの木
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(2) 学校のはじまり

0寺子崖の学枝

えよの世の中(江兵時代)から;ふるのはじめのころの学校は、寺子
べんきょう

屋どいって勉強する場所はが寺やふつうの家でした。このあたりに住
じようれん じ 〈 ごう むヮ伝かじり

んでいた人は、浄蓮寺(公郷村中村)の寺子屋で勉強していました。

明治 5年になると長品は、国民全体の教育を高めるため、全国にた

くさんのノj、学校を建てました。この時に、浄蓮寺の寺子屋も公郷ノj、学

校どして生まれました。その後、この公郷小学校は、皇属小学校の分
のち

校となりましたが、後に豊島ノj、学校どいっしょになりました。 (p50ιl参照)

0学枝ができ芝

1912 (明治45)年|月 14目、

横須賀市の q番目の学校どして

今の場所に建てられました。そ
かすタ じん じゃ

れまで、 |年生は春日神社内の

分教場、 2年生からは、豊島

小学校へ通学していましたが、
ーーーーー ー-三軍岨ー勺掴情蝿噌畢薗薗翻

校舎ができると|年生から 5年 創立当時の学校

生まで、全部で 5学級、 303人が通うようになりました。
~ょう 家 宅2か

~. "" 

6年生は卒

業間近のため、今まで通り豊島小学校へ通っていましたが、つぎの年

6年生までそろって通えるようになりました。
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学科は、 15話、国語、算;;f、園長、地理、理科、図画、者会体長

義足、手主にわかれていました。勉強することも、今どは少しちがっ

ていました。

下の写追は、 1914(大正 3)年、第 |回卒業生の写真てす。

服そうやはき物を見ると、今どはだいぶち yう代、ます。 かみのかた ち

も男子はぼうず頭、女子はかみを長くのばして結っています。

第一回卒業生 (女子)

せんそう

(3) 戦争前の学校

0着物で通学

量-、

田
園
・
園

田
圃
圃
圃
岨
一

-
E

・E・--------
J
匂
ゆ

v
b
L

田町
田
岡
、

置・・・
..... 、

第一回卒業生(男子)

下の写真は、 1919(大正 8)年の朝礼のようすてす。校舎は木星て、

二階建と平屋からできています。そのころは、みんら:着物を着て、げ

たばきで登校していました。男の

子は、校章のついた学生帽をかぶっ

ていました。持 ち物は、ズック
"つじ

(摩地のもめん)のカバンに入れ

てかたから下け‘たり、 vi.ろしきに

つつんだりし ていまし た。

1922 (大正11) 年 4月には、と 大正 8年の校舎
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それまでの豊島ノj、、鶴久保ノj、、 i取訪ノj、、

山崎ノj、の学区がかわりました。

年から行われていた二部長支(午前ど午後にわけて同じ教室を 2クラ

1918 (大正 7) 6月に 4教室ふえて、

なりの田戸ノj、学校が開校し、

カずなくなりました。

学校の名前が山崎暮吉小学校どかわりまし

スで使う)

1923 (大正12)年 4月、

児童数は613人でしたから今の山崎ぺ、学校の人数ど学級数は 12、

んせ斗まり
ん
か
災

あ

ん

り

し

わ

大

か
め
東

り
帥
関

ま

O

やめ

た。

日
仙
帯

月

方
q

地

年

来
)

関

門

.4正大
司
ぺ
V

円
ノ
』Q

，
 

午前 1I時58分、

大きな地しんが必こりました。

山くずれか、おき、

火災があきる l

などしてたいへんな被害がでま

市内ては、

家I;{たおれたり、

関東大しん災「自で見るよこすか 100年」よ り創立当時の

した。

市内の，j、学校て

山崎ノj、学校でも、

校舎がこわれたのをはじめ、
ぺんじよ

階建校舎や、便所の建物がかたむいてしまいました。

は、被害をうけなかった陸軍の建物(今の不入斗中学校のふきん) を

山崎青年団

かりて勉強するようにしました。

(地いきの

ハラック校舎(鉄板
かんせい

がいそいで建てられたのです。バラック校舎が完成し

通学に速いため、

の人たちの協力によって、

山崎ノj、学校では、しかし、

青年たちの集まり)

平屋建 4教室)

たのはよ〈年の 6月て Lたが、それまでは二部技業を行うなどたいへ
町う つづ

ん不自由な思いをして学習を続けました。
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スポーツにカが入れられるようになり

少年里子王求が

ろ

と
こ

る

な

な
ん

に
か

ろ

さ

こ
ガ

り

ツ

わ

に

一

終

U

特

ポ

の

ス

山
正

た

c
m大
しま

4
年ご ろか ら横須賀市では、

山崎，j、さかんになりましたが、

県市内はも ちろん、チームは、

場

g

技
長
崎

出

皆

既

を

田

上

引

録

2

隆

記

会

し

大

ら

国

ば
会

す
て

も

し

に

と

泳
表

水

代

や
そのほか、しました。

そのこ左の写真は、しま した。

ろの運動会のよう すです。

1924 (大正 13)

J
'

1
 ・d

h
 

句

-

i

、
仇

、

『

4

F
 

、

、

‘
 

今と少し服そうがちがってい
大正 14年ごろの運動会

ます。

昭和11年から 15年ご ろまでは大津

児童にに来る人も少なかった ので¥

水泳会

楽しい海岸でした。とっては、

。ふえてき疋児童数とせまい校地

2月に二階建校舎 61925 (大正 14)年、児童数b、ふえて きたため、

1 1月に講堂 (体育館)、 さらに二階建校舎 7教室ができました。

この時、学校のしき地もわずかですが広げられました。

それ以後、

教室、

校地が広げ られてきまし

まだまだじゅうぶんな広さ とはいえません。

-8-
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右の写真は、 1928(昭和

3 )年、全校児童が校庭に

集まった時のようすです。

校舎は全部二階建となって

います。このころになると、

山崎町のうめたて工事も完

成して山崎町、堀の内、今

の三春町に住む人もだんだ

んふえてきました。それに

つれて、児童数も毎年のよ

うにふえて主ました。この

ため、 1931 (昭和 6)年か 昭和 3年の校曾と全校児童

ら、何度かにわたり校舎が建てましされましたか、それでも間に合わ

ず、 1937(昭和12)年から、 1944(昭和 19)年まて、二部授業が行わ

れたのです。

下の写真は、 1936(昭和11 )年から 1937(昭和12)年ごろの技業の

ようすですが、かなりこみあっています。このころは、ークラスの人

数が60数名もいたのです。

昭和 11年から昭和 12年ごろの授業のようす

-9ー



戦争中の学校(4) 
Oはげしくなってきだ戦争

てつ

は

が

争

広
戦

と
の

へ
ど

争

国

戦
中

υ
洋

た
山
平

つ

ω
太

牛品ト」
キ
J
酔年 Iq41 (昭和 6) 

年 12月8日には、

Iq31 

(日苦手ロ 16)

太平洋戦争

太平洋方面

てアメリ カ、

イギ リスなど

との問に行わ

れた戦争

軍山崎国民学校 と名前が変わり、

きました。

た1
し

念
品

為
《
、てっ

、
介
。

キ
J

品

ノ‘、

に

強

阿
川

'刀

4

育

の

教

年

の

の
ぎ
義

こ

同、
王

日
固

軍国主義

武力で戦争

に勝つニどを

目的どした考

え アメリカ軍の飛行機の戦争がはけ.しくなってくると 、

人びとは防空頭巾を持 つ

名前、住所、

こうげきをう け るようになり 、
ぬの

むねには大きな白い布に、

。
た1

し
キ
」匹

、寸
Jって書を

。
た

と
し

む

キ
」
品
作
ん

弘
J

ム
U

か
J

H

液

て
円
血

防空頭巾

空培、句のこ

うげきをよけ

るため頭にか

ぶるもの あU

山すそや庭 さきなどに防空ごうと いう穴がほら れ、 ヮ℃
ニE

ほう

しゅう (t¥、報が出 されると 、 そこへにけ、こみました。

空しゅうけ L、報が一日 に何度 も鳴 るようになると、 学

校で落ちつい て勉強することはできなくな って きました。
ゅう てつ . ぜつ Sんちゅう

「防空演習、防空演習、敵機接近中・・….J

空しゅうけい

報

倣の飛行機

が近づいてく

ること を人び

とに知らせる

合図 学校でも、

勉強していた児童はいという大声がろうかに流れると 、

j寅習がその校庭に出ました。そいで防空E貢巾を かぶ り、

なることもありま した。

「灯火かん
めか

どL、って士了り 1;'-

まま本当の空 しゅう に

夜の空しゅう

にそな えて

また、

防空演習

空しゅうに

そ♀ えてにけ

る〈んれんを

するよと

防空演習

せいJ

タトにもれないよ うに注

nu 

意しました。



配給制

品物が不足

して決められ

た愛しか手に

入、らないこと

片

品

Uvxurγ

市

託

、

ι奇

跡
誠
一
祈
i
y
!

愛
創膚幅削'竺

4・・ ' 

ジャケツ

毛糸であん

だ長そでのよ

着

国防色

築色がかっ

た草色

モンぺ

防空ごう

空しゅうか

らひなんする

ためにはった

穴

石渡良子さん(三春町 5丁目在住)の話

第二次世界大戦に入ってからは、主食から調味手{、

長料など¥つぎつ主どaiZEAijになっ、町て与拐して

いるのを見れば、何だかわからなくても何か買える

のではど足、い、よく並んだものです。

主食は、わずかな米ゃ実の中に、おいもや、尖孟

ひどい時には大豆から油を取った残りなどを入れて

食べていました。

本土への空しゅうが始まってからは、夜は敵機の

目標にならないように、早ばやど雨戸をしめ、電灯

に黒いおおいをかけて光f.J"タトにもれないようにしま

した。

服装もめだっのて¥国防色や地味なもので、働5

やすいようにズボンやモンペをはさました。衣料が

点数制のため 着物や羽おり はかまなどをほどい

て暗い電灯のアでそンペをぬったり、つくろい物を

しました。

空しゅうのはげしくなったころは、防空ごうに出

たり入ったりで昼も夜も仕事にならないありさまで

した。東京や横浜が空しゅうの時は、空がまっホに

そまったありさまをいく度どなく見て、おそろしい

思いをしました。

おそろしい戦争は終わっても、物資不足の生活は

長〈続き栄養不足で病気になる人が多〈出ました。
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い もん

慰問文 O慰問文
戦地の兵隊

う/ν をな〈 き

めるために送っ

た手紙

内地

日本の園内

m ヲAらよう，.う

武運長久

戦いに勝つ

ことが長〈続
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を
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っ
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・
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、
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H
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銃後

戦争に くわ

わ らず、るす

をま もること

下の手紙は、 1942(昭和 17)年、そのころ 山崎国民学

校の 5年生だった女の子が、戦地の兵隊さんにあてて書

L 、た手紙です。この丈を読む と、 当時の生活のようすや、

考え方がよくわかります。

戦地からとどいた給薬害
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がくどうそかい

0学輩疎開

戦争がはげしくなってくると1944 (昭和19)年の夏、

横須賀市には35暴弘、議込があるため たいへんさけんな

小学生は戦争の被害の状態になって主ました。

学輩諌開

煙語、設しゅ

うなどにそな

えて都市をは

なれて生活す

るこど
そこで¥

少ないいる:かの親せきや知りあいの家をたよって疎開す

るよう命苓がてがました。 3年生ふ:Lfて疎開て1る親せき

軍港

寧かんが出

入丹する特別

議

団

麗

開

設

置

褒

出
場
国
民
学
校

計 玉 }II ，枯 村

館皇旅
ヌド韓宝弘 ?議

照極端飽

ヨ三 寺寺寺寺 寮

国堀場

票山一 春町日 神金高堀南襲ニ山
八 l 戸西東

O 一 三九五 六三 五回 O 五一 一日
瞬品。 悲司@ 品留。石波O 中田O 角間。護11

!λ 藤加 鈴木 導

村中 橋衣保 室長聖書量 療

一 設問 高 服富 省)11 尭大 母} 

一
九

や知りあいのない児童

は、先生といっしょに

集団で疎開するように

な港

〈ん どう

謝11 導

小学校の先

生の吉いよび

方
決まりました。

山崎小学校の 3年生

愛甲郡以上302名は、

~J 、鮎村、玉川村(今の

りょう ぽ

寮母

寮にいる人

たちの母親が

わりになって

世話をする人

の四つ

のお寺どーけんの旅館

厚木市ふきん)
1 町

およそ 109

m 
に分かれました。
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面会

人とあうこ

と

赤十字袋

ぬの袋の中

に bんたんな

手あてので主

る〈 すりやほ

うたいを入れ

た物

8月中省、いよいよ出発の目。小学校の3年生が父長

のも とをはなれて 、いつ帰れるかわからない生活に移る

のです。どんら:につらく、心細いことた、ったでしょう。

疎開先では、ニつの小学校に分かれ、団体で通学しま

した。午前中の学習が終わるど、午後は近くの農家の畑
だす

仕事の手伝いや、いろいろな手助け をしました。

と主どき、横須賀から父母が団体で面会に来て 〈れま

面会後のわかれ

した。 それは、児童にどって 一番楽

しい日でした。物のない時代に少し

でもと苦労して集めた物を持ってき

児童たちは、お寺のがけの上に立つ
すがた

て;親の姿が見えなくな るまで手を

ふり続けました。

一一 村野カチエさ ん(三春町四丁目在住)の話

モンペ姿で赤十字袋、 防空頭巾 を肩にかけ て登校

しました。また、空しゅ うh'-はげし くな っ、学童疎

開が始まり、 3年生こ ろか らと思いますが、親より

離れ秦野の伊勢原付近付、鮎村・玉川村) のお寺様

へ疎開しました。キムも面会に行きましたが、道路ま

でむかえに来ていました。親の方 も我が子を見つけ、

「あっ、家の子か、あそ こにいる。 」等ど申し、抱き

合い何ども言葉に言えませんでした。

-14-



あ母さんに会いたくてお守をにげ

出した子もいたそうですが、

お父さん、中には、

そのうちに村の子どもたち

が父さんいっしょに遊んでいるとともなかよくなり、

がなかがすいたひもじお母さんに会えないさみしさも、

さもわすれること IJ"てきました。

学童疎開のようす(ねる前のあいさつ)

. .-噌i"'1~- ~ 

学童疎開のようす(食事)

ny 
た

め

4
d人お米は配給米といって、食事といっても、

ごはんの中に大の決められた量しか手に入らないので、

配給米

主的りれた

量しか、買え

ないお米のこ

と
水をたく大根などをまぜてたいたものや、おいも、豆 、

量も少なくいつもさん入れたおかゆを食べていました。

おなかをすかせていました。

戦争も終わりに近づき、年になると、1945 (昭和20)

とても学校へ行〈空しゅうカぐはげしくなってきました。

けい報功、出ると、お寺の防空ごうへにげこむようになり
"いこう ('A

ついに愛甲郡もあぶな〈なり、秋田県の方へ再

疎開になりそうだと告げられてまもなく、

空しゅうお寺で勉強を続けましたが、ところてーはな〈、

ました。
再疎開

ょっ安全な

場所へ.>'たた

ひ疎開する ζ

ど

草え8月15日、

争は終わったのです。

-15-



ぞうすい

野菜などを

まぜ、みそや

しょうゆで味

をつけたかゆ

買い出し

生産地にで

かけて L、って

品物を買うこ

と

つくろう

やぶれたり

したものをと

とのえること

(5) 戦争後の学校

0戦争ガ終わって

長〈、つらい戦争が終わると、疎開していた児童も帰っ

てきました。もう長j誠治J飛んてやも、ばくだんのゑちる

心配がなくなり 電升もあかあかとつけることができ、

家族がはなればなれになることもなくなったのです。

しかし、日本が戦争に負けると、これまて軍港の町ど

して菜えてきた横須賀は、大きくかわりました。軍λゃ

軍のしせつで働いていた人びとは、仕事をうしない 10万

人近くの人たちが、横須賀を去っていきました。

町にのこった人たちの それからの生活はたいへんな

ものでした。土地もすっかりあれはてて、作物はできず、

食べる物もなかなか手に入らない状態でした。なかには、

栄養が足りず病気になったり、思うように治療ができず

なくなる人もたくさんいました。

おぴつしげる

小橿茂さん(三春町一丁目在住)の話

終戦後は、食料がなく ダイコンを米にまぜてご

はんにした。ぞうすいもよく食べた。ザラメ、 卜ウ

モロコシ、 トウモロコシの粉が配給になった。

家族 7人の食料が不足したので、おいもを藤沢、

相模原、御殿場あたりの農家まで買い出しに行った。
たいせつ

今ほど物がないので、一つの物を大切に使って、

〈つ下などはつくろってはいた。
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0平和へのねがい

+J晶

λ
J
 

を命
山尊のちた人

。

の
刊
争

ん
弘
一
戦

さ

た

く

せ
た

さ
チ
」

苦し くつ らい思い主ずつけ、

もう二度どこんなおそろしい戦争をおここれからは、

しては L、けないと考えた人びとは平和な世の中をつ くら なければl、け

これI;{r臼ない と考えて 、新しい日本の園のさま りをつ くりました。

本国憲法J 「二度 ど戦争を年、1950 (昭秀ロ25)です。横須賀市でも、

どいう市民のねがいのもとに平和なまち をつくろう。」

「旧 軍港市転換法Jがつくられ、

ゆるさない、

平和で新しいまちづくりがはじめら

れました。

枝学芝つわ
刀変れま生

。 学校の しくみも1947 (昭和22) 年からは、日本国憲法にあわせて、

校名も横須賀市立山大きくかわり、新しい学校の制度ができました。

いっし ょにつ く男子も女子も、

え をな らべて勉強するよう になったのです。

0給食はじまる

この時から、崎?J、学校どなりました。

弁当を持 ってい けな

L 、子もいました。そこで1946 (昭和21) 年には、お母さん方の協力
しるきゅうしよ〈

によりみそ汁給食がはじまりました。家庭から持ちょった野さいを俊っ

この ころは、食べ物が不足 してい ましたので、

~・、
q
J

L
世
相

。
す
川
乳

で
川
粉

の
L

脂

た
わ
脱

つ

ふた

な

れ

に

、勺

が
M
養
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か

栄

ら

し

な

か

で

つ

軍

の

せ

カ

も

い

リ

た

た

メ

児童にと って は、

ア

'JE宇都::2塩L

昭和27年にできた給食室

をくだL、て 7j<..tこと か してにたミルク)

の今ヲ令

。

ト

品

士

ん

に

し

ず

ま

ム
U

n

リ
，

お

な

ど

と
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食
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0校~ができる

横須賀市立山崎小準校校歌

土暗号野麿作詞

伺時 iJI作曲
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もちて やま-:; ~ 小学校 b れらあ b

校歌も 40周年記念事業の一つ

として、その時に誕生したもの

です。その後現在まで歌いつが

れています。

1952 (昭和27)

年に創立40周年
. ねんしきてん

記念式典が行わ

れました。

山崎，j、学校の

PTALi、ノ fザー

をしてそのお金

て¥グランドピ
こうにゅう

アノを~~ム、した

り、音楽会や P

TAコーラスを

問主ました。

PTAでは、

40周年記念事業

のため、学区に

イ主む人たちにお

原郎、してお金を

集めました。

創立40周年記念式典

-18ー



ゃ

0火事で焼けだ校舎

1965 (昭和40)牛 9月23日の午後、議長ステ ジうらの物道近くか

ら火が出て、講堂ど木造二階建校舎 (4教室)一棟が焼けて Lまいま

した。

この 日は、秋分の 日で学校は休み でしたが、運艶場てい遊んでいた児

童が用務員さんに知らせました。発見す るのが早かっ たため火は|時

問ほ どで消えましたが、火事の原因 はわかりませんでした。

つぎの 自の朝早 くから、 PTAの人たちが集まり、教室のそう仁や

後かたづけをすま せ、児童が金校Lた時にはきれいになりいつも通り

の技業がで主ました。

。 「山崎富士」ガ、できる

1966 (昭和41)年 5月には、火事で焼けた講堂にかわっ て、新しい

体育館長講堂がてさました。 この時も PTAの人たちは、屯L、きの人

にお願 L、してたくさんのお金を集め、体育館の中のものを整えて〈れ

ました。

その年の 10月に、体育館に使った議 りのお金て 「山崎富士」 を完成

させ ました。 山

崎富士は市内 で

も早くからでき

たア スレチック

の遊具です。

賞、i

1 .. 

完成した「山崎富士」

-19一
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(6) きれいになっだ学校

0創立60周年

↑
も

や

ゲ

」

。

年

た
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し
ω
ま

立

れ

創

わ
年

行

、

}

ノ

ム

以

何

日
典

和
は
い
式

昭
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念

(
き
記

円
ノ
』

可
J

円
凶
，

かえ、

地いきの人たちも、会l卒業生や、

その4灸のようす立当時の思い出や、

りっぱな記念誌がを話して下さり、
校長室で思い出を語る卒業生

全
口

た

校

し
酌
筋

ま
わ
鉄

き

。
て

この工事は、1979 (昭和54)年 5月に新しい校舎が完成しました。

1968 (昭和43)年からはじまり 4期にわけ て行われました。

プ

、

つ
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使
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習

孝
学

バ
て
s
刀

会。

〈
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校

引
フ

室

ハ

童

画
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たりしました。

完成するま での聞は、

昭和47年ごろの校舎

運動会も大津中学校をか

し
同
防

士
4

y
」
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牛
ιnJ 

介品ど
古
校

凶辺冶進吃
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t山推推川
育

u
教

臥
〈
玉

れ
{
女

吋通
け

い定し指山県

o ~通安全教育

校下

間

金

年

て

勺
乙

つ

、勺

、」

カ

カ

年

を

)
し
子

5
ぱ
帽

和

い

昭

色

(

黄

ノ
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u

円

fo， 

した。

このころかするようになったのは、

校学るくて

。〉
っ

す
市
整

て

O

、勺

1983 (昭和58)

うら庭が改修され、 1987(昭和62)

図工で使う境成室 (粘土の

や石灰庫も新しくできました。

運動場ど年には、

w
室

しよう

焼成
年には、

作品をやくためのィ、屋)

年にぎ んなん教室ができました。

障害をも っ 児童も学校で学ぶこと のてきる よう

それまで14の-J、学校に教室が

15番目 の学校 としてぎんな

。

、
ふ
に

，
刀
、
し

作
ん

牛
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l
し

、l
v
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ん
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室

，

刀

教
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ん

横須賀市には、

Oぎんなん教室

プレイルーム どニつ の教室の工事も行われました。学習室、

Oきれいになっ疋放送室
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校長室、

1991 
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きれいになった放送室
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レビも新しくなり ました。



O視聴覚室からコンピュータ一室へ

1998 (平成10) 年に視聴覚室が新設され、児童用のパソコンが10

台設置されました。その後、 2001 (平成13)年にはコンピュータ一

室に改修され、児童がインターネットをイ史えるようになりました。

現在では一人 1台ずつノートパソコンを利用できるようになりまし

た。また、 2010(平成22)年には、普通教室にもインターネットを

接続したノートパソコンが設置され、投業に活用されています O

O明るいトイレに

2001 (平成13) 年には、 6か月に渡った第 2校舎のトイレ改修が

終わり、 ドライ方式のきれいで明るいトイレに変わりました。樟害

者対応のトイレには、非常ボタンやウォシュレットも付いていま

す。

o耐震工事

2004 (平成16) 年には、大震災にも耐えられるよう校舎の耐震工

事が行われました。

Oエアコンで快適に

2006 (平成18) 年、普通教室等にエアコンが設置されました O 暑

い日には、 35度近くまで室温がよがっていた教室でも、快適に学習

することができるようになりました o

。裏庭に遊具が

2005 (平成17) 年に裏庭にあった「山晴富士j が老朽化のため解

体されましたが、 2007(平成19)年に新しく砂場が作られ、他の遊

具も新しくなりました。
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山崎小学校のうつりかわり(7) 

舎校

〆

横須賀市立尋常山崎，J、学校開

校。

開校まえは、 |年生は春日神

社で学習。 2年生以上は豊島

小学校へ通学。

ど

児童がJ・え二部授業どな る。

二階建校舎増築。

号、で

J9J2 
(明，古45)

1913 
(大正 2) 

1918-
1924 

(7 -13) 

年代

自置凶山 C.RIkI 
査'I.I!.当時の学校

田戸'J'学校開校と 問時に児童

45名転校。

校舎 4教室増築。

校名が械須賀市立中崎尋常，1、

学校どな る。

関東大しん災。

校舎 4教室こわれ るロ

1922 
( 1 1) 

1923 
( 12) 

ノぐラ y ク校舎と骨年団

っJV
内
ノ
』



年代 て' 主 校 舎

)
。

。
坪

築

る

∞

増

な
け
N

室

〈

f
教

ろ
門
川

4

ひ
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舎

が

m
刊
校

ふ
む校

ペ
4
d

'
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1925 講堂、13教室増築。

( 14) 

1931 二階建一線増改築。

(日E和 6) 

1933 校地がひろ〈なる。

(8) 1，114m' (380坪)

大正 14年からの学校正門

1937 山崎青年学校が開校。(併設)

( 12) 

1939 中崎寸、野球千 ム全国大会て

( 14) 俊勝。
ピZ工工S沙ふ~ 孟門

1937~ 児童がふえ二部授業となる。 昭和 q年ころの学校

1944 
(J2~ 1 9) 

1941 校名が検須賀市止山崎国民学

( 16) 校とむる。

太平洋戦争はじまる。

1944 学童疎開はじまる。

( 1 9) I愛甲君刷、鮎村、玉川村へ集団

疎開。

1945 太平洋戦争終わる。

(20) 集団疎開か勺かえる。

1946 味噌汁給食はじまる。

(21 ) 

1947 校名が横須賀市立山崎.J、学校

(22) となる。

給食炊事場を作る。

新し〈できた給食炊事場

A砧
『

円
/
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年代 で 省、 ー‘' ど オ交 舎』

1946 |児童川・え ニ吾川支業ど なる。

(23) 

1950~ I完全給食はじまる。
俳‘..， 、A園ー、‘ d.， 司圃F屯 明

.. '0:'.:1". 

1956 
(2S~31 ) 

lq5l |枝地がひろ〈 なる。

(26) I 848m' (257坪)
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e
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刊
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帆
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V
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年
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室
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教
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L
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崎

舎

剣

山

校
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w
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1961 林間学校はじまる。

(36) 

1965 ヰ支f也IJ:ひろ〈なる。

(40) I講堂ど 4教室が火事でやける。

1966 体育館兼織堂が新し〈なる。

(41) I山崎宮士がで5る。

1968~ I鉄筋校舎のエ事が 4朔に分け

19781て行われる。

(43~53) 

どち ゅう児童が.).えプレハア

教室 を使ったつ図書室をわけ

て使ったつする。

校池がひろ〈なる.

講堂の火事

，--~~ー. 、、

民
d

ハノ

ι



ど校進

ど
一

。

推

-

曲目
h

育

ご
一
式

教

一
念

会

き

一
記

安

一
年

通

で
一
周

交

一
ω

定
。

一

ー

立

指

る

で

創

県

な

一

円

t白

1
1

代

一
2
仏

6
比
N

F

ト'
-
円
，
，
門
，
，

，FS
-

nw
，

n
吋，

3首設。

1979 第4期工事終7。答成式。

(54) 防Z主ヰッ卜、スプリンクラー

校門改修。

山崎富士、運動場、裏庭、給

1982~ カラーテレビが教室につけら

1984 れ る。

(57~59) 

食室をなおす。

家庭科教室ができる。

米飯給食はじまる。

1988 :;んなん学級開級。

(63) 
Fんなん教室、プレイルーム

IJ'て・5る。

展示室がで主る。

体育館、校門防l;j(q_ットを新

L ( Lたつなお Lたつする。

1990 創立80周年記念バザーを行う。
(平成 2) 

1991 創立80周年記念の うたがで主

( 3 ) Iる。
校舎改修工事。

1992 創立80周年記念式典。
( 4 ) 

-26-



年代

1997 (平成 9) 

1998 (10) 

2αお(12)

2∞1 (13) 

2005 (17) 

2006 (18) 

2008 (20) 

2∞9 (21) 

2011 (23) 

できごと

ダイオキソンに配慮し、焼却炉の使用

を中止。

視聴覚室、準備室新設。

学童{呆育あすなろが本校教室内に移

転。

第 2校舎のトイレ改修が完成。

老朽化のため 山 崎富士が取リ J~ され

る。

普通教室エアコン設置。

体育館前汲')I廊下 エ事、 屋よ潟水エ事。

校庭改修工事、裏庭遊具施設設31b

創立 1∞周年記念式典。

校舎

司司圃
竺￥

7
2
'
 

n
d
 



2 .わたしだちの町

(り商 業

0買い物語べ

IT自の人が貫L、物に行くところ

nu 司。樹

25 

却

15 

10 

5 

G 

(1991年)

5丁目の人が買い物に行くどころ
35 

30 
{回}

25 

20 

1 23 4  5 6 安 そ 1 2 3 4 5 6 そ
す T Tγ 丁了浦の 了了了丁丁丁の
目自自自自自町抱 詔毘自由自自他

三春町の人は、どこに買い物に行っているのでしょう。山崎斗、学校

の3年生が買い物調べをしてみました。その結果がよど下のグラフで

す。上のグラフを見るど、三春町の人は、近くの志によく買い物に行つ

五器包丁の人が休みの日
買い物に行くどころ

{自)50 

15 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

10 

15 

10 

日

エ
丁
目

ていることがわかります。また、左

のグラフを見ると イホみの日にはほ

かの地¥¥きへ買い物に行〈人が多く

なることがわかります。

三春町の人がふだん買い物をする

16'止、どの辺に多いのでしょうか。

また、休みの日にはどこへ何を買い

に1Tっているのでしょうか。

みなさんも 買い物調べをしてみ

ましょう。

Q
U
 

内
J
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1991年頃のようす

哨+仲村+州+村件11+制防相附+同村柑ト

(据/内 駅 前の 商 庖街 )

買い物客でにぎわう堀ノ内駅前の商庖

自動 車

販売 庖

国道 16 号}

京
jffi浜
ノ自
内章治
労車
業
所

(国道 ぞ いの商 l苫 f行)

-29-

日



(1991年〉O三春田の商庖ガ多いところ

商Y主はふつう人通りの多いどころに集まります。
...おや

町では堀ノ内駅宙誌に、銀行・本屋・魚屋・入苔濯など

いろいろな造語の庖がたくさんならんでいます。

夕方になるど、

春

魚屋さんや八百屋さんのお容を呼ぶ声

たくうんの買い物客でにぎわっています。

ここだけでは

商J6がならんでいると

亀鹿沼底近くの信号かころbどあります。そのようすは、

ら大津にぬける 4T自の道路の両側によく見られます。

最近では、国道ぞいに大きな駐車場を持った大規模底

これらの庖には横須賀の各地いきかゑJJゐえてきました。

春このほかに、らたくさんの買い物容がきています。

商底が集まっているところが為るでしょうか。町では、

さがしてみましょう。

!日滞賀選

今の国道が

でさるまえ、

横須賀北部か

ら諸賀へ行く

ときに、おも

に伎われた

大規模鹿

ふつうの商

志よ号も売場

の広きが何十

億もあり、商

品の種類や品

教が小、。ま

た、大きな駐

車場があるの

ゑごとくちょう

ゑずひびいて、

三春町の高庄が集まっているところは、

ありません。 18浦賀道にそって、

額損賀中央ど三春町の商/主構成の比較

町にはどれくらいの横須賀中央
〈大滝町・若松町〉

三春ではつぎに、

三森町

ヲ。
十」由来結査調計

}
続

{
業高市

G
賀須

悶

品

横

O
」

年

部

品

料
L
細
川

-
n
o
 

側

部

」

別

白
川
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税
ま

ω
料

番

て

吋

の

り

ト

:

…

べ

酌

市

あ

は

4
J

ど

ω
比

。

賀

庖

も

庖

ど

E

F

P

D

*

l

l

h

代

犯

課

l

て

引

央

川

緒

川

中

砂

中

か

度

で

た

の

う
年
さ
査
し
札
口
m

知売業

飲食料品

白島事
自転車

家異e緯県
じゅう器

各舗榔品

繍裂か減量
身倒盟ち品

数の商底があるでしょ

(%) 

40 50 30 20 10 

そ の 拙

多〈、

みるど三春町てやは、

n
u
v
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わっるい

食料品のlSの割合が多いこどがわb

青泉市

ワます。

す

、

辛

J
E

場

り

市

あ

魚

が
は

と
に

な

町

場

春

市
三

り
、
う
土
冗

た
叫
ん
抑

辛品

魚

ゃ
八

を

は
立
糸

に

や野

場

や

市

魚
果

ら

正

月

か

，r

、
早ロ司

Am匂マ

場、

ん・さ屋魚

が
は

ん

に

・

さ

場
ゃ
屋

市
芯
百

朝 6時ごろ魚屋さんの草が多い魚市場にぎわっています。仕入れに来て、

「商居三春町の商庖は集まって

「商庖会」をつくっています。会」

買い物客がた くさん来るよでは、

一けんのお居ではできないつL二、

|丁目の商居こどをしています。

0三春町の商后会

高繍食品'"

i:r-L1-Jf円

でつ くっ ているのは 「三春商庖会j

では左のよ「三春商庖会jです。
けん

うなサービス券の台紙を出しています。

(うら)

「場之内商栄

お客さんの意見を聞く投書箱や夜

場ノ内駅近 くの商lSを中心にしてつ くっ ているのゲ、

会J

-
キ
さ
い

て

て

が

っ

物

く

い
っ

買

を
て
H

燈

し
か
前

心

に

安

う

+

む

ト

A

ィ、

ヲ。

では、「堀之内商栄会」

にはどの

そのほか

にどんな仕事をしているか

しらべてみましょう。

ような商lSh、入っているの

「商lS会J

また、でしょう。

ます。

内

J

です。



02010年わたしたちの町商業

「どこ に買 い物 にいっ ているかJ について 、20年前と現在 では 大

きな遣 いがあります。 それは、 三春町 5丁目 のス ーパ ーや国道沿い

の大型庖が閉庖 L、平成町に大型商業施設がで きたこどです。 それ

と、近く に24Hコンビニエ ンスス トアがあるということです。

共働き世帯 は、 マイカ で週末に平成田Tの大型商業施設や中央

;タ入の商業施設でまと め買 いする 傾向 がありま す。平 日の ち ょっと

した買い物は、コンビニて済ますようです。

しか し、 中高年層 は馴染みの地元駅前商庖街に足を 運ぶ傾向がみら

れます。

円

4q
u
 



また 、国道沿いや平成田Tの商業施設は、横須賀各地からたくさん

の買い物客がきています。横須賀で一番の集客地域ではないでしょ

うか。
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qu 
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付
一地
帯
日

(2010年堀/内駅前のお庖)

回 2一診11. 16 号

ix 
.l(<l:ヲ

号色話車

I 3 'f 

自主:151問削!自 lH1 凶閣~さ1層

(2010年国道ぞいのお后)
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O海辺ニュータウンの開発

横須賀市は平成 4年、 「よ こすか ・海辺ニュ ータウン 土地利用計

画J を発表しました。 r職・イ主ー 遊 学」の諸機能が融合した海辺

の複合リゾー卜都市づくりをはじめました o

それに ともなって、 三 春 町から 魚市場が移 されま した。

Oにぎわう三春町にある青果市場

-35 



(2) 漁 業

Oうめたてと漁業
ι秒、L

昔の三春町の海は今より

ず っと山崎小学校に近い所に

ありました。しかし、新しい

町を作る計画の中で東京 わん

は三度うめたてられていきま

した 。いぜんは「重箱」 とよ

ばれた安浦港を中心に;魚、に出

ていました。今は、 1984年からはじまった平成町のうめたてで安浦

港もすがたを消 Lてしま いましたが、かわり に三奉公園 のおくに新

安j南港ができ ました。 j魚、師 さんの家から は海が速くな って しま った

ので、漁師さん は車で港にや って来て船に乗り、 j魚、に出るようにな

りました。

東部漁業協同組合のたて物も新しく新安浦港の近くに完成し、漁

師さんのためにいろいろな仕事をしています。

〈問) .東部漁業協同組合では

とのような仕事をし ているので

しょうか。調べてみましょう。

O新安浦港の漁業

港を見学してみましょう 。 港

の中には いろいろな物がおかれ
J 

きちんとな勺んでていは(L-ているそ こぴき船

ています。たくさんの船もつながれていますが、よく見ると三種類

に船の形が分かれています。そこびき船、さ Lあみ船とつり船で

す。

n
D
 

qu 



びき A合の f災ろにはク

したデな形を7 

ー、
」

レ ー ン の よ

そ

レッキという物がついていま

そこから長いロ ープをたす。

あみを海のそこ にしずらし、

このあ みで船でひいめます O

|回に 1時間て魚、をとります。
給のへ先にドラムをつけたさしあみ給

ぐらいひっぱり回します。朝早〈出かけて、

このよ うな;魚の方法を

1日に7回ほど ひきま

ー喧号、

さしあみ船の前方にはドラムとい 一:て~~~ ~J よJ 二;， : 4 

「そこび

といいます。

す。

きあみ」

さかいがついていうさしあみをまく

あみがかべの夕方に出港し、ます。

ワカメょうしょ〈のいかだへ船でιかヲリょうしさんそしようになるようにしかけます。

あみにささった魚、をあみをまきょげに行き、次の日の朝早〈、て、

といいます。「さしあみ」このよ うな方法を

(アナゴタフ つ(まや ドカンこのほか、

/コを1本のロープにいくをとるしかけ)

後でもつけて海のそこにしずめておき、

それらをひき上げるという漁もします。

つり船はつりをしに来たお客さんをた

くさん乗せられ るよう に主っ ています o

つり船にか自分でJ魚に 出 るのをやめて、

わる漁師さんもいます。

とります。

漁業は天気に左右されることも多〈、

雨や1乳がひどい時は船を海に 出す ことが

7
1
 

『
U



てきません。

に

る

時

あ
る

が

す

け
労

を

じ
若

白
川
な

が

ん

ん

と
々
、
に

F

、

h
LH
V

ムリ

色
山
々
まの

〈問〉

考えてみま しょ う。

1.1 、

で しょ うか。

J.. ..， jj' J うる L1 

追浜から猿島のお

つり害のための屋根がついているつリ飴

これ らの船は 東京 わんのおきに 出て行きま す。

工場から流れ 出 るはいかつての 東京わん は、き合いで漁を Lます。

海工場 も気をつ け るようになり、今では、水 で よごれてい まし た。

また、さんい るよ L、漁場になりました oもきれいになって魚がたく

ひと船にはベんりなきかいがいろいろ取り つ けられ るようになり、

一度 にた くさんの魚がとれ るりても漁に出られるよ うになった り、

ようにな ったりしました。

魚がL、なくなる こ ともおさん魚をとりすぎて、たくけれ ども、

こってきました。

とんt.魚、がどれくらいとれるので しょ う。

ー品告にはどんなさ古川、があるで しょ う。

-東京わんては、〈問〉

2010年度ぎ よかくりようと売上高横須賀支所

議漫量kg売上高円

.，・"・u

町叩間同，= 
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e
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1

・

港のすぐ近〈、とれた魚はどこへ行くのでしょうか。

「九十J

16号線ぞい

そこ へ運しか し、とよばれる横須賀魚市場があります。
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ばれて横須賀て売られる魚はほんの少 Lです。 ほとんどは 「活魚」

として横浜や東京に卜ラ y クで運ばれ ます。 高級魚ということで、

高いねだんで料理屋さんに引き取られています。

Oこれからの漁業

;魚師さんは魚、をとるだけてはあり

ません。 海で魚、や海草を育てていま

す。 東部;魚、業協同組合では、 タイと

ヒラメのち魚、は県内から、 カサゴ

とトラフグのち魚、は三重県から買っ

ています。 また、 コンブ やワカメ ヒラメのち声、を海へはなすりょうしさん

くるま エピのち魚をあみに入れて
海のそ ニへおろすりょうしさん

のたねを買って植え付け、 育てる仕事もし

4ます。 春には、 とれたてのワカメをロ ー プ

iにほしているのを見たことがあると思いま

す。 「猿島ワカメ J として有名です。

このほか、 j魚師さ んはとった魚 でも小さ

ければ市場に出さないで、 海にもどし てい

ます。

合を中心にして、今だけでな く、

もずっと;魚、業が続けられるようにみんな

考えているのです。

現在、 東京わんを通る船の数はとても多
こんぴらさんのほこ ら

いてす。 1日に貨物船やタンカー などが500せきほど通ると言われ て

います。 イ木日{こはヨ y 卜やクルーザー のような レジャー用の船も見
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かけるようになり、海のよも交通ラッシュとなってきました。その

ため通告と絵がしようとつするさけんも多くなり、いったん漁に出た

ら、きんちょうの連続です。

また、せっかく仕かけたあみを、ほかの船{こやJ:られたり、流さ

れたりすることもあります。

新安浦港の中には海の神様である fこんぴら様j がまつってあり

ます。船や漁師さんの安全を守り、魚、がたくさんとれることをい

のってのことです。

1991年には三巻町に住む漁師さんが73人いました。毎年少しずつ

人数がへってきて2010ヰには22人になりました。わかい漁師さんが

少なく、お年よりの漁師さんの方が多いです o けれど東京わんとい

うよい漁場をひかえているので、三春町の漁業はこれからも形を変

えながら続いていくことでしょう O

〈問〉 ・漁師さんがへってきたのはなぜ、でしょう O

nu 

A
斗



(3) 工業(わ疋し疋ちの町の工場〉
こくどう

① 国道ぞいの工場

わたしたちの住んでいる地いきにある工場は、おもに三春町の国道

ぞいにたくさん某まっています。このあたりは、室主実地いきです。

準工業地いきとは、中小工場と住たく、孝桑話、商庖などがいっしょ

にある地いきです。このほかに、工業地いき、商業主郎、き、住たく地

いきなど、土地利用のしかたには、いろいろな種類があります。

国道ぞいのエ 場 -印は工場

|山崎小学区地図 i

A品
寸



学区にある工場の数は、およそ 20。国道沿いや平成町の工業用地

にあります。

;欠の写真は、 国道16号線の様子を三春町 2丁目の歩道橋のよから

4丁目方面を見て取ったもの です。左側は40年前、右側は今の様子
せ いび

です。 くらべてみると、 道路も整備 され、建物が増えたり、新し く

なったりし てだい、)，変わっ てきた こと がわか ります。

国道16号〔昭和47年〉 国道16号(平成23年)

② 工場で働く人の数

ひとつの工場では、何人ぐ らいの人が働いているのでしょうか。

下の表を見ると、 50人'"'-'99人の中工場が一番 多〈、 主に平成町のエ
み I ん

業用地にある工場がこれにあ たります。残りは20人未満の工場で、

全体の65ノ4 セントを占めています。

三春町の工場の従業員数

1991年

働く人の数 工場数 割 合%

1- 3人 7 25 

4- 9人 10 35.8 

10- 19人 6 21.4 

20- 29人 。 。
30- 49人 2 7.1 

50- 99人 3 10.7 

100-499人 D 。
500人以上 D 。

2011年

働く人の数

1- 3人

4- 9人

10- 19人

20- 29人

30- 49人

50- 99人

100-499人

500人以よ

-42-

工場数 割合%

3 18 

3 18 

5 29 

。 。
D 。
E 35 

D 。
。 。



全体的に工場の数は減ってきているよう20年前と比べ てみると、

? 

叡揚日

;
え

ロ
刀

ぽ
槙芭規

です。

? 

史

25% 35. 8% 21. 4% 7. 1% 10. 7弱

18% 18% 29% 35% 

-肉、1
H
A

4

、nu

へ

1
9
9
1
年

2
o
'
t年

100% 

学区にある工場の規模別工場数を

91)!; 80出70!， SI)!; 50量4郎3師2国10、由

20年前と今の、次のグラフは、

割合的には50人"-'99人規模

くらべて表した もの です。

グラ フを見 ると、

の 工場 が増えているのがうかがえます。

らべて、20年前 とく

これは、全体的に工場 が
けんいん

平成町の 工業用地にあ る中工場が増えた ことが原因
じゅ ヲさえ ヲいん ).まん

以前は学区には従業 員10人未満の小工場が

減 ったことと、

であると考えられます。
けん L1う

時代の流れと 共に減少していきました。多かったのですが、

どんな特色 があるのでしょうか。

船 の特殊な部品や新幹線の部品、

それぞれの工場には、

+J晶て場

ν」

エ
ヂ

U

4V

自
信

界
川

L

V
め

て

の
つ
む
属

残
M

金

も

は

在

い
現

る
あ その工場でしか作ることのできてよ L、特

中工場では自動車の プ ラ ス チ ッ ク 部

ゲー ムセ ンタ ーにあ る人気ゲー ム機の

す牢
A
E

て

り

。

立

あ

す

み

が

ま

組

の

い

の

も

て

械

な

っ

機

々

も

用

様

を

い-
護

ど

術

ド
介

な

技

ゃ

れ
土足

殊

分

恥
製

また、

働い材料、それぞ れの 工場の作 って いるものや原料、ニグコほか、

工夫 しこま っている ことや苦労していること、ている人のようす、

らべて実際に見学したり調べたりして、
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③ 工場の種類

三春町には、
ひかく

どんな品物を作っている工場があるのでしょうか。

20年前と比較してみましょう。

20年前の学区にある工場のおもな製品 現在の学区にある工場のおもな製品

種類 主な製品 工場数 種類 主な製品 工場数

金属

一般機械

輸送機

食料

印刷

電気

衣服

その他

衣服4%

電気4%

船の部品・缶

建設用の鉄骨

自動車の部品・タンク

船・自動車部品

氷・豆腐・そば

チラシ・パンフレット

冷蔵庫・OA

テント・シート・室内装飾

家具・石油製品など

金属
28% 

8 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

5 

金属 船の部品・街 2 

建設用の鉄骨

一般機械 花粉計測装置 3 

産業機械

輸送機 船・自動車部品・整備 5 

食料 氷・パン 2 

印刷 チラシ・パンフレット 1 

電気 エレベーターの部品 1 

衣服 テント・シート・室内装飾 。
その他 家具・ゲーム機

その他
26% 

衣服 0%
電気5%

3 

輸送機
26% 

印刷
7% 

一般機械
14% 

印刷

5%食料 金属
11 % 

一般機械
16% 

11 % 

上の業種別の円グラフやおもな製品の表を見ると、 工場数は減っ

自動車関係、の工場が今も半数以上を占ているものの、 機械や金属、

めているのがわかります。
か"‘んけ L、そくそうち

しかし、 20年前と遣うところは、 花粉計測装置やゲーム機、 エレ
へんあっき かいご

ベーターに使う変圧器や介護用機械など、
せいぞう

以前と比べると様々なも

のを製造しているのがわかります。

これらの工場は大工場の下請けが多く、 中・小工場と大工場とが

互いに協力し合い、生産向上につとめています。
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④ 三春町・平成町の工場

0鉄工所

20年前の鉄工所のようすです。

， iカーン、カー ン。Jiガ y チャン、ガッチャン。 j、「キーンJ、機械;
〈 っ，，.ん'

が動〈音、鉄板と鉄板が、ぶつかり合う音、火花が「ノぞチ、パチ。J: 

とびちる音、

近づくとたいへんにぎやかな音が聞こえてきます。
ー一一一一一一一一一一 ーー ーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一】ーー【ーーーーーーーーーー一一一一一-. 

20年の年月 がたって 三春町 の工業はだ い、)，様子をかえてき まし

た。今でも 鉄 工所はあり ますが、

作 っているものがかわってきま L

。
た

三春町の鉄工所は主に船や車の部品 l

を鉄で作って L、ました。ところがタト
;'.1 jざん

国の方が値段が安くできるた め注文 鉄工所

せいか く ぜいかん

がへってしまったのです。しかし 正躍でしっかりした製 品は日本で

ないとてきません。そこで出来上がりの期日をしっかり守らなけれ

ばいけない物や乗り物の安全を 守 るかなめになる部品の注文を受 け

て製品を作っています。
せいび

O自動車整備工場

三春町は国道 16号に面していま

す。大 きな道路なのて たくさんの

車が通ります。
ぜ いび へん '1 ー〉

そこで車の整備に便利な整備エ d

場が何カ所かみられます。このエ

~ r̂ ... 

-' 

』 a-131
自動車工場

士号て'は作っているものはありませんが、こわれた車を修理 Lたり、

-45-



け ん さ

部品を取りかえたり、検査をしたりしています。こまかい機械や告I~

品がたくさんあ ってまちがえたらたいへんですが、 工場の人は車の

ことならとん立短詩、の車のことてもよく知って仕事をしています。
叫んばいて ん tゅ， '1 

また、自動車の販売庖も多く ありますo ここにも 工場 があり、修理
1んけん

や点検を Lています。

O平成町の工場

平成町の工場は大きな音をた

てたり、たくさんの人が働いて

いる様子は外から見えません。

何を作 っているのかわから ない

ことがあります。ビルの中に

入ってい る工場もあります。

工場の人のお話を聞 くと、 『

こではイ也の工場では作れない
'へっ さ じゅ勺 ぜいひん

特別な技術で製品を作っている

とL、うことて した 。

たとえば、新幹線(しんかん

せん)のパンタグラフの部品 を

作っている工場・エレヘーター

の中に入れ る変圧器(へんあっ き)二トランスの工場・お年寄り の介

護用(かいこよ う)のべ y ドの 工場・ゲ ムセンターのゲーム機の工

場 花粉(かふん)計測(けいそく)のための精密(せ いみつ)機械(きか

L 、)をイ乍って L、る工場fなとがあります。

工場の面積や従業員(じゅ うぎ ょう いん)の数は多くはないのです

が、 特殊(とくしゅ)な技術(ぎ じゅつ)で製品(せいひん)を作 っている

ことがわかります。
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通

舎の道

受

昔の道

0浦賀選

(4) 
① 

いす' しらだ

1720年に伊豆の下回から海関奉行所が、

戸

で

は

余

お
は
箆

問
料
錨
明
記
沼

賀
村
相

事
情

浦賀にうっき

浦安が五滞半島の中心になりました。

1840年の記録によると、戸数は、 賀
川
原

須

だ

回

横
ぉ
小三崎597戸とあって、 浦安は、

進、

201戸、

のつぎの第 21立になっており、

れると

入

の

調

の

て

所

の

所

出

口

闘

を

か

可

し

関

も

仔

に

は

諸

に

荷

村

許

波

の

な

場

戸

る

な

概

け

舵

を

迩

う

関

江

す

の

つ

埠

手

た

よ

海

ワ

船

べ

切

い

の

たli'こ、米、

干鰯などの問屋がずらりとならび、 たいへんに京わって

たくさんの人びどが浦賀に出入りするので

いました。

そのため、

道も整えられたのです。

相模国

神奈川乗の

ことを、背は

こう L、って L、

た

保土ケ谷、東海道から三浦半島へ入るおもな入り口は、

藤沢の三ケ所でした。

保土ヶ谷詣から磯子、金沢を通って大津から浦賀へ来、

さらに内)1)新田から長沢を通って三崎まで行〈道を「三

戸塚、

干鰯

Lもわしの

したもの。問

屋では、干鰯

や魚油を売っ

ていた

「浦賀道Jま

(葉

どいっていました。

戸塚宿または藤沢渚から鎌倉、 ~J 、坪を通って堀内

どいい、このうち浦賀までの道を

「三浦中道」

浦往還」

たは、

東海道
きょうと

江戸ピ京都

をむすんでい

た迩岸ぞいの

たいせつな

「三崎道J中町) ここで分かれて三崎へ行〈道を;こム、り、

どL山、ました。浦賀に行く道もまた「浦賀道JどL山¥

三

つ
の

ふ

代

b

bm苛
ん

m
H咽

底

け

m
H

戸

2

江「浦賀道jは、

道憶は、

「三崎遂J「三浦往還」

浦半島のもっとも大事な道でした。

広い所で3間ぐらいだったそうです。

そのころ、金沢から横須賀へ出るためには

7
1
 

λ
帥・

うて¥

どころで、

2問

I I現は、お

よそ1.8メー

トル



十三背どいわれたいくつもの山坂を越さなければならず

その苦労は、 たいへんなものでした。

この道をさけ、船を利用していたようです。

どが江戸時代に書かれた「三浦紀行」にものっています。

「横須賀から少し山を越えて浜

およそ|里ほど続き大津どいう所

ふつつ

このこ

そのため、

は、

今の言葉に直してみると
1里

およそ 4キ

ロメートル

この砂浜は、に出る。

ょうやく休むことができる。金沢を出てここまで 5

あやしげな酒屋が

て¥

その聞は、食事をする所もなく、

あるだけだった。これからこの浜を通ろうとする人は、

必ず食料の用意をした方が良い。」

里。

どあります。

そのころの山崎、堀の内はこの文からわかるように、

漁業、農業を営む人びどの家が、 まばらにあるさびしい

商家なども少ない所だったようです。

この時代の村から村への距離を示したも

村て¥

つぎの図は、

かごや馬を利用するのは、
ぴょうにん

のほかは、女の人か病人くらいのものでした。

金
沢
町
屋
村

これらの道を歩いて行き来しま

お金が高いので、武士

のです。昔の人びとは、

した。

の
u
天

り

み

の

大

た
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ら
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世
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皇
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や

よ

さ

やがて、江戸時代が

明治ど L、う新
浦
賀
村

大
津
村

横
須
賀
村

(
十
三
峠
)

保
土
ヶ
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宿

浦
賀
村
。

里

一

一
里

里

〆
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J
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平
作
村
。

J

多
，

J

日
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里

ほ

一

海

、

一

町
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¥、・冶マ

ヘ

小

坪

村
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宿
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γ

F
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野
県
宿

終わり、

しい世の中になると、

それまで栄えていた浦

4里9丁

戸
塚
宿

O

おどろえてさ賀港が、

びしくなり、浦賀道を

通行する人も少なくなっ

てきました。
一図一

一程一
一里一

一道一
一賀一

一浦一
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この道は、横須賀ど浦賀を結ぶ大切な道でし

一都が県道に指定されて残りました。

しかし、

また、保たので、

1887 (明治20)年国道45土ヶ谷、金沢、横須賀までが、

一番広い道でqメートル、十三峠で

国浦、長潟を

は3メートルしかありませんでした。

1922 (大正11)年に大浦から分かれて、

号どなりましたbヘ

トンネルでぬける国道31号をつくり始め 1928(昭和 3)

年に完成し道はばも 10メートルになり国道らしくなりま

した。

やがてこの道は、 Iq52(昭和27)年に、今の国道iる号

線になりました。

O滞賀道にそって

江戸時代、横須賀によ註した人びどは、汐入小学校わ
ぜいむ

主の道を山ょに登り平坂上へ出て、交番のうらから税務

署うらにねけ、聖徒寺坂を下りて、四戸赤門、安浦駅前

を通って浄蓮寺、一本松、春日神社前、砂坂、大津、矢

の津坂を越えて、浦賀へど行きました。今でもみなさん

こんなにも古い時代が、毎日のように歩いている道は、

もちろんまわりのよ

うすも、今どはだいぶちがいます。道のすぐ近くまで海

がせまっており、波が押し寄せてくることもありました。

赤門に向かつて右すみに、 1862年に建てられた円柱型

の記長(道しるべ)があり、「公舛ねえ丙采由主Jr在大津・

ど刻まれています。

大切な道た‘ったのです。にできた、

赤門

聖徳寺坂の

京急ガード下

に島る永嶋家

の長雄門が朱

おうであった

ことから券円

どよ f.f才Lてい

た

リ……崎山
川参

寺

引
漣

p

浄

審日神社

P70参熊

この

そのころの三浦郡田津鄭の名もわかります。
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田;孝が田戸と変わってきたことも考えられます。

この赤門のある y示

また、

島崎藤村が

ん
門

「

斗

J

い
〆
民

I
，

で

の

明

と

戸

夜

こ

田

「

の

の

年

き
り

y」の卒、

という作品の中

刀
ロロMQ

，
 

門
ノ
』

Q

，
 

斗
品

、
の

へ

た

り家
F

れ

は
嶋
ル
訪

象を 有名 な

和 4) 

前」

島崎蔵村

明治 5年長

野県に生まれ

た詩人てあっ

作家。藤村の

島崎家とホ嶋

家は、共に三

浦一族の出で

作品の中 では

主人公青山半

蔵が公郷村を

たずねる形で

出て〈る

赤門の永嶋家

いています。

「木曽の山の中 で想像していたと は大遣いなところだ。

長閑なことも想像以よだ。 ほのかな鶏の声が聞こ えて、

つぎのように書で、f山郷

さわがしい

世の中からは

なれ、仙人が

{主むよう な青争

かで清らかな

ところ
静かに立ち昇る煙をふ

B
品、'りム

U
R
氏

、ホ
η
1屋の、

ぇ
。

い

た

家
山
郷

む

叫
仙

、住

な

の
、
っ

達

よ

師

る
漁

見

このころのこのあたりの人びどのこの文章を読むと、

おもな建て物や名所

くらしのようすがわかります。

たつ
+めてつz、

。

に
、
っ

道

よ

賀

し

浦

ま
み

に

て

官

、

べ

つ
M

調チ」

学制j

新しい世の

中にな q国民

みんなが学校

教育を受ける

ようきめ られ

た、 日本で綾

初の学校市'Jt.主

けんせつ

年 に建設ム
M

nけ
，なy」左の

じ寺

〉

川

市
堤

校

出
浄

学

川
宗

郷

ル蓮

公
同
日

ノ
《
、学舎

学校の ζ と
(明治 10)1877 

そのころ の地番は、された公郷学校があ ったど ころで、

寺子屋

公郷村山崎 1714番地でし た。

ー
し

牛品
川
叶
，わ

と

か

る

れ
れ

ま

か

生

、し

イ、

しか

し

制

ど

学
門
会
ロ

に

ヰ

寸

国

郷
全

公
年

も

)
目
堂
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治

寺
明

蓮

(

浄たつ
ふた

1872 

寺子屋

》エ戸時代.、

読み書主、そ

ろばんなどを

教えていた所

おもに寺

せまくなっ て しまったため、この本堂では、

円
UR

U
 

やがて、た。



永嶋庄兵衛

永嶋家は、

jエ戸時1¥1こは

名主ど Lて、

代々庄兵衛を

~のって いた

冠木門

2本の柱の

よに|本の横

木 をわたすだ

けで屋根の右

t、門

1銭

米のねたん

などをもとに

今のが企に直

Lてみる と、

|銭は、 ιよ

そ60円〈りい

になる

しよう-， え .，しわたようたL、

1876 (明治 9)年に、公郷村の永嶋庄兵衛、石渡養泰な

どが、村の人たちと相談してお金をつ くり、浄蓮寺東ど

なりの土地を買いとって、 11月から工事にかかりました。

， ι. 

新し L、校舎は、 1877(明治 10) 年 3月に完成し木造 2
かい だて かわら ようふ :， ;，'んら〈

階建、瓦ぶきのりっぱな洋風建築の校舎で浦賀道ぞいの

入り口には、冠木門が建っていて、そこには「第一大学

区第十中学区五十八番ノj、学公郷学校」と L、う標札がかかっ

ていました。広さは、 ιよそ 193平方メートルで、 8教
ζ づかい しつ

室と教員室、サ、使室、便所があり、かかった費用は、
ぜん

1，375円25銭でした。その年の 5月28日に開校式を行L、

ましたが、そのころの児童は81人で教員は 4人でした。

そまつな村の中て、とてもりっぱな建物でしたので、そ

のころの川柳に「学校だけ瓦屋根なり桃の村」とうたわ

れています。

〈一本松〉

公郷学校あとを過ぎ、旧浦賀道を進むとまもなく「一

-51ー



立場

馬方の休け

い所であり、

馬阜の発着所

でもあった。

立場には、 の
に <か借

りま主、煮魚

なとの昼食を

5銭ぐらいで

売っていた所

もあり、街道

の人々に親し

まれていた

建物疎開

戦争中、空

しゅうなどに

そ会えて 、主主

4却などをどっ

こわすこと

本松」といわれるところに出ます。公郷トンネルへと向

かう車道と交差したところで、三春町|丁目29番地にあ

たります。

「一本松」と L、われる老松

のわ
以
女
、ちT

J
 

オ
4

0

波

た
の

し

叫
端
ま

の

り

な

屯

あ

肘
百

二
ノ
《
、

は

近

木の太さは、直径40センチ

メートル、高さは 6メートル

ほどだったといわれます。こ

の松にちなんで、このあたり

を「一本松」と L、t、来合馬車

の立場ともなり、土地の人や

ここを通る人たちから、親し

まれてきました。 本松乗合馬車立場跡

この「一本松」を境に、堀の内よりを山崎東の里、安

浦よりを山崎西の里どいい、江戸時代の終わりごろは、

東の里に26戸、西の里に 17戸の家が、農業やj魚、業をしな

!;，ら、 くらしていまし た。

しかし、その後、浜辺の埋め立ても行われ、戦争中に

は、建物疎開や道幅を広げることなどで、この人びとに

親しまれた「一本松jも失われてしまいました。

0そのほかの昔の道

浦賀道のほかにも、昔からの道は残っています。

堀内車庫から 5丁目南に山越えでぬける道と、春日神

社から日隈医院横へ出て、 120段を登り 6丁目公郷卜ン

ハノ』只J
》



ネルをぬける道。また一本松から学校前を通り、モチン坂をぬけ春日

神社からの道どトンネルのところでいっしょになって神金へねける道、

モチン坂から宮士見町へねける道の 4本が古い地図に出ています。モ

チン坂にある議議忌(P73参照)からも、この道が江戸時代からあっ

たことがわかります。

これらの道は、どれも山越えのせまい坂道で不便だったのですが百

円36(昭和 11)年、はば5.5メートルの金堀トンネルが完成。 1953

(昭和28)年には、公解トンネルが完成したことて*衣笠方面へぬける

のに便.利になりました。

わたしたちが、毎日歩いていた道は、古い歴史を持ち、たくさんの
むね

人びどが、さまさ了まな思いを胸に通った道だったのです。
〈ろう たび

昔の人びどの苦労や、旅のようすなどを思いうかべながら歩いてみ

1- tE ω0 費総

務尺，，~抑制

qu 

民
J
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それは、横須賀中央方

0舎の遵

春町は、交通のだいじな地点どいえます。

面から救急医療センター、 下水道下町処理場を追っ海岸ぞいに走水

へと続〈国道16号線、救急医療センターの先から大津町を通り久里浜

三春町 2丁Bから学校の下を通って衣笠へとのびる菌道134号線と、

つの道路のつなぎめになっているからです。へどぬける市道の

40年ぐらい前の国道16号線は、救急医療センタ…の横を通りまっす

人口がふえ、ぐにのびていました。

交通景もふえたので、 1975(昭和50)年、今のiる号線の道すじになり

まわりの町の開発が進み、しかし、

この道路は、車道のより線ど下り線のあいだに木が植えられました。

ています。

人間が歩いこれからの道路は、車中心でなく人間をだいじにして、

ても気持ちがよいように歩道を広〈、安全で緑豊かにつくられていく

そうです。
がわけん ちぱけん とうきょうわん

今後、東京都をはじめ、神楽川県、千葉県の東京湾ぞいを道路てやっ

なげようという大きな計画もあるようです。

λ
斗--
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どのような乗り物があったのか調べてみましょう。

りわかりつ-つの物

同

車

り

、

H

力

の乗

は

μ

人

立日

O

①
 

明治時代に、今のタク入力車は、

シーのような役目をLていま Lた。

今からおよそ 135年前の 1876(明治

横須賀市全体て74台し

ムゲ

人

と

病

こ

や

る
者

す

医
M

用
ヮ
イ
赤
什

た

み

l
」

y」

で

な
ん

人
せ

い

ま

高
り

の

あ

分
か

身

9 )年には、

人力車

入力車をひく人を、 車引 きとか車夫どよんでいま多かったそうです。

同車問牛
H

力

。ぱ
馬

た

O

l
し

人が荷物を運ぶために馬や牛のカをかり たものです。馬力・牛車は、

だいじなf支目をはた していま した。馬力屋明治時代の生活において、

馬にもきこん礼の荷物を運ぶときには、というしょく業の人もいて、

田牛車は、すずを鳴ら Lて道 を通りま した。れいな衣しょうをつけ、

牛や鳥が道路を通っそのカを利用されま した。や畑をたがやすどきに、

ふんを見かけることもありました。ていたので、

来合馬車は、

O馬車

明治時代の後半か

うな4支自をしていました。
いしかわ かっぞう

石川勝蔵 さんが、

さいしょは 5台で開業したそうで

ノぐスのよ

1897 

ら大正・昭和にかけて、

(明治30)年に、

今の京急堀この石川馬車は、す。

r
h
J
V
 

只
u

馬車



日光や雨などをふせぐた

まどは片がわに 2

6・7人乗るとまん員になったようです。浦賀案内記には、

ノ内駅下あたりに立て場があったそうです。

めのおおい(ホロ)がついていて、長いすが 2列、

つあり、

午前 6時30分から午後 8時30分まで15分ごとに運転しており、浦賀か

ら横須賀までの料金は、 13銭(ただし、雨の日や夜間は 15銭)

広告がのっています。今のようなていりゅう所はなく、手をあげれば

どL、ぅ

『・
、ーおりることも自由でした。どこでも止まって乗せてくれましたし、

の馬車は聖徳寺坂下が活動の中心になっていました。

ここに石川さんの家があったからです。近くには田戸坂が

田戸庄(永嶋庄兵衛)

それは、

のホ門がありました。乗合馬車の料金は、

山崎から浦賀造

あり、

山崎までが8銭でした。浦賀から堀之内までが7銭、

船所に通う人なども 雨の日などにはこの馬車を利用していたそうで

また、

一本松の根に車りんが当たり、馬車ごとたおれてしまうといった事故

すが、晴れの日は、歩いてしまう人の方が多かったようです。

も多かったそうです。

きょうそうとなり、馬車が乗合自動車が走るようになってからは、

道のまん中を走って、乗合自動車の通行のじゃまをしたこともあった

この馬車も、 1928(昭和 3)年まで31年間つづいたのですょうです。

なくなりました。やがて乗合自動車がふえて、1;'-、

0乗合自動車

およそ90年前の大正時代の終わりごろ登場しました。乗合自動車は、

ほとんどの人は、堀之内から乗って、横須賀駅へ行ったりしました。

大正から昭和の初めの乗合自動車は、 10人くらい乗るとまん員になる

タイヤには ほうきに似たどろよけ1;'-ついていまほど車体がノj、さく、

エンジンは、取りはずしのできるぼうをさしこんで、時計方向

n
O
 

RJV 

した。



に手でまわしてかけました。ていりゅう所もなく、手をあげるとどこ

でも止まってくれました。車内では、

車しょうさんが黒いカノ〈ンを前にさ

げ、 りょう金を受け取っていました。

ワイノ fーも伝〈、雨や雪の日は、前

方がよく見えむかったので、運転は

たいへんでした。また、ゆれもはげ 乗合自動車

しく、気持ちが悪〈伝る人もかなり出たそうです。運転手さんの苦労

がったわってきます。

③ わたしたちの町の駅とパス営業所

O掘ノ内駅

京浜急行の電車がわたしたちの

学区を横切って走っています。堀

ノ内釈は、浦賀方面へ行〈線と京

れ

京

・カわ

は
に

て

と

今

白
根

φ
t
品
作
。

く

す

行

ま

へ

い

ず

由

て

方

つ

同

浜

な

リ
里

に

〈

久

間
机

急

る

急久里浜方面へ行〈線が三崎ロま

ーーーー- ー--ーーーー--.-

掘/内駅

で延長されたこともあって、朝夕は逸駒通学の人たちの来りかえや、
のお こ ん ざ っ

この釈で乗り降つする人などでたいへん混雑しています。堀ノ内駅は、

乗っかえの釈としてたいじな駅です。また、わたしたちの町にある身

近な釈として多くの人に利用されています。

この場ノ内釈がはじめてできたのは、 1931 (昭和 6)年でした。そ

のころ、アりは浦賀方面へ行〈線だけが通っていました。駅名は「横

須賀堀内」といって、駅の場所は佐藤タバコ庖あたりにあってとても

小さな駅だったそうです。その後、 1942(昭和 17) 年に久里浜方面へ

マ
fk

u
 



行〈線がつくられ、;南賀方面へ行〈線どわかれる駅どするために駅の

場所を浦賀寄りにおよそ 0.18キロメートルうっし、今の場所になりま

した。 そして、 1961 (昭和36)年に「堀ノ内」どいう駅名になっまし

一~。 電車の運賃のうつつかわり(円} パスの運賃のうつワかわり(円)

京浜急行の|日の利用数仏) (大人ひとつの運賃) (大人ぴどりの運賃)

掲/内 横須賀中央 掲 / 内 掲/内 掘 内 掲 内

昭
和

11.860 62.388 45 
横須賀中央 検 浜 米が浜 観音崎

年 30 130 30 40 
8i'l 
和

18.448 74.023 53 
年 80 310 110 150 

平
成

15.758 77. 852 
7c 
年

主A 100 360 重品 160 230 

0堀内パス営業所

学区の三春町 4丁目にはノ〈スの営業所があって、今は43台(そのう

ち8台が貸し切り)のノぐスをもっています。

この営業所では、 JR装圭駅、豆長歯止協議i尖与、説釜高、 JR 

横須賀駅など、わたしたちの町の道路を走っているパスをはじめ、 ;南

賀釈から出るハスの運詩もしています。

これらの路線ノぜスのうちで、浦

賀駅一観音崎聞は電車が通ってい

ないので、たくさんの人たちに利

用されています。また、 日日霊祭日

には、観音崎や走水などを通るパ
かん こう容や〈

スは観光客にたいへん多〈利用さ

れています。 そして、 日日霊祭日だ

けに運4子されるノ fスもあります。

-58-
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02010年の道

海辺ニュ ータ ウンの開 発により 、16号 より海沿いの道がつ くられ

ました。

イf
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02010年の国道16号

円
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02010年の堀ノ内駅

20年前と駅舎や駅前は変わりませんが、ホームが新しく なり エレ

ベー タ などが設置されました。

京浜急行 1日の利用数 (人)

堀 ノ内 県立大学 横須賀中央

2003年 6679人 5690人 35884人

2007年 6657人 6232ノ¥ 35429人

-61 



(5) 土地の開発

。海

学校の正門を出て国道16号線に行〈途中に浦賀道という旧道が

あります G この道は聖徳寺の坂から、
どょうれんじ かすが

浄蓮守、春日神社へ続く細い道で、

県立大学駅の前を通り、

今では一方通行になっていま

とうふ屋など昔からあ
L ょうてんがL、

近代的なチェーン底の立ち並ぶ議活街とは様

たたみ昼、クリーニング屋、ここには、す。

る個人高広が見られ、

子がちがいます。

下の地図を見ると、旧道より東は海だったことがわかります O
A 
7 

から 147年も前のものです。

¢ 

1864年

(元治允年)

横須賀村附近地形図、、

今のようにうめたてられましたが、
あんないき

どんなだったでしょう o r横須賀案内記J(大正 4年刊)によると、 f公
ゆみがた

郷の海に沿う一帯を、田戸、山晴、堀の内という。弓形になった長
さる Li

¥ '浜辺は大津から走水に続き、後ろには絵のような諌島が見え、海

うめたて前の様子は

内
/
』

円。

その後、



あさ

は浅く、波は高 くなく て、夏はよい海水浴場て ある。」と書かれてい

ます。

Lかし、この海岸線 は、1923(大 正12年)に安浦町のうめたてが

できたことによ

り、大き くかわり

ました 。こんなん

な工事て、た くさ

1970年 ん の 人 が 命 を 落 と
(昭和45)

しました。その

供養塔 が安浦公園

にあり ます 。 昭和

安

浦

町

うめたて地図

4
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府
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、

ハマ

年
計

お
正

門
大

|守例年
(昭和44)

仁，>') t; < 、討がんてん

にな って、 三春町から、馬堀海岸 へ と開発がすすみ、住宅や大型庖

』っ
し

ょ

7

じ

}しま

J
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、
き
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・
れ

て

の

え

町

増

成
も

平

ど

O

ヂ
川
弘

フわん

学校からながめる東京湾のけしきもずい分変わりました。横須賀
釘 〈 υ、ょ、

市は、およそ 545億 円の 費用 で1984(昭和田) 年10月から 8年以よ の

歳月をかけて海岸線のさらなるうめたて工事を行いま Lた。

市はなんのためにこのようなうめたてを行ったので Lょう 。
おか

横須賀市は、小高い山や丘

何

物

れ

れ
建

ら、
K
べ」

め

か

た

が
る

地

あ

土
に

る

島

れ
半

ら

い

て

多

た

L
打
リ

L
打
げ

r 

ん。 また、港であっかう貨物

ています。住宅や工場もせ ま

い 土地に作 る Lかありま せ

の量も 昔と くらべ増えてき ま

したし、新しい道路も必要に うめたて工事

令
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うな

港や

大て

、

つ

げ

と
広

こ

を
わ
業

・也

A
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土
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この よなってきました。

を守ろう

工事がすすめ

うめたて工事は 1992

年 11月に定了しました 。

(平成

7 よ切な海のかんき

という計画で、

られたのてす。

司F

4 ) 
リヴィン

〈ーヲがた

核合型 スーパー

うめたて面積は約58ヘクター

山崎小学校のおよそ 58倍にあたります。

新しくできた土地には平成町という名前が付けられました。
Pきょ j lせっ さのヲ

賀市は商業。工業・住宅・公共施設の機能が合わさった「よこすか
?みへ は 1/ん

海辺ニュータウン計画」にのっとる町作りを進め、今では県立保健
〈ん

福祉大学や山崎小の子ともたちも住むマンション群、

横須

/レてが、

大刑、
主 ンヨツ

各企業の工場なと、 さんの建物が立ち並、)，近代たくングセンタ一、

県立福祉大学

的な町並みが広 がっています。
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Lんニうどゅうた〈ち

春町 5丁目の新興住宅地が広

O山
けいひんきゅうこうはりのうちえき

京浜急行場ノ内駅の南西には、

スギ・ケヤ今から40数年前までは、このへんは、がっています O

キ・ク 1) .クヌギ・ハゼ・ヤマザクラ・オオシマザクラ・マチノくシ
Lげ がか

うっそうと繁った丘のような山でし-スダジイなどの木マが、イ

山(丘)全体を白〈染めるほど咲き、
。

た

メジサクラの花が、春には、

ロ・ウグイス・コジュケイなどの野鳥の鳴き声がきけました。
すがた

セミ・クワガタ・カブトムシが姿を見せ、 クリ手火{こは、夏は、

士・仇ムラサキシキブ・トベラ・マユミなどの実が、きれいに色づき、
はんとうピ〈とく lf)かぜ ちゃか-->lょく こうよう

三浦半島独特の潮風に当たった茶褐色の紅葉を見ることもでき
、

た

ました。

やわらかく、そのよを歩くと、落ち葉が地面をおおい、冬には、

子ども遣のそこは一年を通して、あたたかみがイ云わってきました。

ぜっこうの遊び場になっていたようです。
やと

谷戸(山と山にはさまれた、 わき水があ

メダカやサンショウウオもいました O

ちいき たくちぞうせい

この地域に宅地造成の開発エ事が始まったのは、 1967(昭和 42)

山はだをブルドーザーなどの機械を使ってけずり

谷底の平地)には、また、

、.
B
E
E
F
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1976(昭和 51)年までのヲ年間に、

面積 12.2ヘクタールの住宅地となりました。
つうきん

東京や横浜に通勤するのにたいへん

東京・横浜・川崎方面からたくさんの人が移ってきま

山のようすや形は大きくか

年ごろからです。

だし、

わり、

京浜急行電車の駅に近く、
ベんり

便利なので、

した O

三春町 5T白から通学して校のおよそ 1/3の子どもが、

k
d
 

n
む

山崎小

いました o



マンションも建てられ、
か い は つ ぎJ.-j lやめい よ

開発した業者名で呼ば

、
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三春 5丁目に続く 6丁目は、

宅地開発は部分的に進

古くかられているところもあります。
さんちょ 7 た

山頂まで聞かれて家が建てられていたため、

卜てやかこ

新しく

まわりをコンクリー

められてきました。
Lやめん て勺ちゅ y た

山の斜面に鉄柱を建て、

家が建て Lつれました。て!しy」六弘

、
λ
“

も
も
盛

後

を

の

土

与、

このように、

れ、」ノめすすL
刀

つ発

み
い
開 町内の様子は大きく変わってきました。

{ま:..: -j lやせんよ 7

公郷トンネルのわきに歩行者専用のトン

(平成 8)年には完成しました。

と
ぺ
甜
心

一

の

リ

民
ラ

市

ヤギ

1992 (平成 4)年には、

ネルを掘る工事が始まり、
ぜんちょ守 li 1:1' 

全長293.8メートル、幅 4メ トルの
きんりん ち い き

近隣の小中学生や地域の方々の作品がされ、

トンネル内は、

1996 

なっており、

いの場にもなっています。
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(6) 歴史

① 山崎小学絞の由来

山崎小学校は、 1912(明治45)年に開校されましたが、 「山崎jど

いう名前は そのころの地名をどり、つけられたのです。

「山崎JどL寸地名は、全国いろいろな場所にあります。横須賀市

史には、 「海岸の岬角を意味して L叶。 Jど書いてあっます。また、

地名の奇書には、 f地形丘山の出さきなるをふって名づく。Jと書いて

あります。ですから、山のつき出たはしという意味らしいのです。

① 町名のうつりかわり

古くは、公品村ど呼ばれていたこの町も、 1889(明治22)年、市町

村品;iがじ、っさいに行われてから、豊議村、豊島町、そして横須賀町ど

なりました。その後、 i守07(明治40)年、市制がしかれて横須賀市が

生まれました。この時、公郷は大字、山崎・堀の内は心、宇名どして残

りました。
う め た て ら そFうせい

この後、大正末から昭和初めにかけて、埋立地の造成によって、山

崎 l丁目から 4丁目ができました。

そして、 1935(昭和10)年、今までの山崎町を、春日神社の社名を

どり、春日町と改めましたが、 1948(昭和23)年 4月にはじまった町

名町界地番整理調査委員会によって、 1950(昭和25)年 6月、安浦町、

公郷町の一部を含めて、三つの町の五ど春日神社の春の一宇をどって

三春町どなり、今の町名になっています。

埋立ての前の海岸は、夏は海水浴客でにぎわう浜でした。ちょうど

今の堀内車庫のあたりで泳いでいたのでしょう。 けれども、今は埋立

ての下にうずもれて、昔のおもかげはありません。また、山崎・堀の

内の地名も、学校名ど駅名に残るだけとなりました。

7
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③ 史跡

史跡ーというのは、歴史(世の中のうつりかわり)を知るのにだいじ

な建物や名所をいいます。わたしたちの住む三春町には、どんな史跡、

が残っているかしらべてみました。みなさんも、これを参考にして自

分でたずねてみるとよいでしょう。

大むかし、わたしたちの祖先は、石や土などで道具を作り、おもに

かりや漁をしてくらしていました。貝塚は、そのころの人びどが食べ
iまね

たあどの貝がらやけものや魚の骨などをすてたところですが、横須賀

でも夏島貝塚、平坂貝塚などが見つかっています。しかし、この地い

きでは、まだそのころほとんどが海で、人聞は住んでいなかったよう

です。

やがて、米作りがはじまると、だんだんに勢力をもっ人が現われ、

大きなおはかを造るようになりました。それを古墳といいます。横須
議事絞っかやlt りはま こんぴ らやま

賀には、池田町の大塚山古墳、久里浜の金比羅山古墳などがあります。

三春町には、大きな古墳はみあたりませんが、そのころ造られたと

思われる横穴古墳がL、くつかあったこどから、人がf主むようになって

きたことがわかります。

仏教がさかんになってくると、この地いきにもお寺が建てられるよ

うになりました。浄護守、泉福寺などは、今からおよそ600年ほど前

に建てられたといわれる古いお守です。

その後、江戸時代(今から350年ほど前)になると、了三守が建て

られました。そのころから、庚申信仰 (P.73参照)がさかんになり、

庚申(病気などから守ってくれる守り神の像)をほったり、村人の名
ぎか のこ

前がかかれた議が作られました。三春町にもそチン坂に残っています。

しかし、そのころの山崎、堀の内は、漁業や農業を営む人びどの家

au 
no 



がところどころにあるさびしい村た、ったようです。 (P.48、 P.52参照)

夏まつりや初もうででにぎわう春日神社は、はじめは猿島にまつら

れていました。いつごろ建てられたのかは、はっきりわかりませんが、

今の場所にうつったのは、 1909(明治42年)のこどです。

0横穴

この地いきには、古墳(昔のはか)はみあたりませんが、横穴は数

か所にありました。その中の一つは、三春町 2丁目の日限医院の横道

を入りすぐの山の中ほどにありました。入口はすでにくずれてしまっ

ていますが、ほぼ1.5メートルぐらいあり、そこからななめ下に奥行

4メ…トル、中 3メートルぐらい堀られた横穴だったようです。

このほか、この山の北側、今の花崎産業のある所が、山崎の埋立て

でけずりどられる前には、そこにも山晴讃穴どいわれた横穴があって、

いろいろな出土品治ずありました。

古老の話

私が子供のころ、人が立って歩けるくらいの穴がありました。

土地の人は 横穴などにきょうみがなく 穴の中に入ることなど

ありませんでした。穴;立地面ょっ 2メートル以上高い所にありま

した。

そのほか、旧山崎交番(三春町 i丁目45、青柳菓子宿東どなり車産)

のうら手にも横穴はありました。今、この辺はほぼ平地になっていま

すが、古くは山が海に張り出していたらしく 1912(明治45)年ごろま

で「オモチの森Jど呼ばれ、 1864年ごろの地図にも近くに「腰越Jど

L 、う地名が記録されています。

この横穴も今はまったく昔のおもかげを残していません。

ハM
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0春日神社

いつごろ建てられたかは、はっきりしていませんが、春日神社は猿

島に社殿(神社の神体を祭ってある建物)があったために速いので、

1801年11月に堀の内に拝殿(神社で拝むために本殿の前に建てた建物)

を建ててそこから猿島の社殿を拝みました。その後1885(明治17)年
きんし

に土地や立木が国のものになり立ち入りは禁止されてしまいました。

そこで同じ年に猿島にあった社殿

を富士見町への登りロにうっし、

さらに 1909(明治42)年 8月に現

在地にうっし山崎、堀の内付近の

14社をいっしょにしました。今、

学校の校地になっているところに

も神ヰ土があったそうです。江戸時
たいぽ〈

代以来、植えられていた松の大木

> 

春日神社境内と社殿

も、 1951 (昭和26)年に松<，、虫の被害を受けて、切り倒されてしま

い、今は切り株だけが残っています。

0猿島と日蓮伝説

猿島が昔「豊島」ど呼は、れていたころのあ話です。房汁I(千葉県)
ぼう かまくら Jなで

から、日蓮という必坊さんが、鎌倉をめざして舟出しました。はじめ
とつぜん あら

のうちは波はがだやかでしたが 沖へ出たころから突然風ど波が荒〈
あな

なり、舟の底に 10センチメートルぐらいの穴があいてしまったのです。

穴からは海水がどんどん入ってきます。乗っていた人びどはあどろき

あわてました。その時、日蓮はおちついたようすで舟のへ先に立って、
なむみようほうれんげ きょう いの

海面に向かい「南無妙法蓮華経」どとなえて祈ったところ、風も波も
しず つ

静まりました。そして猿島に着主、舟の底の穴がどうなっているかの

円
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この穴にピタリとあわびがすいついて水が入ってくるぞいてみると、

のをおさえてくれていたのでした。
さ え bん，，-'ょう

山崎の里に石j皮左衛門尉と L、う人が住んでいました。左このころ、

春日神社の夢のお告げにより、浜に出てみると、ノj、舟にのっ

日蓮を背討って浜辺にもどったのです。

イ新r，&.，すは、

ている日蓮に出会い、

血が流れてい日蓮をおろした左衛門産すの足のうらから、ところIJ"、

この辺にたくさんいるさざえのるのを見て、

角を踏んでけがをしたことを話しました。

日蓮がたずねたところ、

それを聞いて日蓮はあわれ

足から流れていた血が止まり、

すっかりなくなってしまったということてす。

お経をとなえてヰ斤ったところ、

ふ
む

各
月の、ぇミ、さ

じ
寺

の
叫
蓮

浜
山
浄

の

O

に思い、

寺を建てたの1394~1472年のころに建てられたといわれています。

日光上人(日妙上人ども) とL、L、ます。お寺の伝えによりますと、

日蓮信者であった石渡孫右衛門のノj、さな仮りの家であ ったも

(戒名)

/;:J:、

は

か
内

で
仙
境

、ぇ-玄の
ひ
刀
eのを、

真言宗の真龍院を日蓮宗にあらため浄蓮寺どしたともいいます。

には海中出現の不働明王像をまつつ ゆ

大風で ;

古 くは、
かれ

彼の法号 j争蓮を寺の名どしたといわれ、

た不動堂がありましたが、

本堂

日蓮宗

、りつ

。

宇

品

す

、

が

で

め

像

う

じ

れ

薩

そ

は

ぽ菩

た

を

内
仏

っ
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る

ま

そ

祖

あ

し

町

宝

で

て
U

三

神

れ

り

わ

守
こ

の

れています。

Lこは、

" 一一一
浄蓮寺本堂と日蓮像
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むろま ，ぱ " しようぐんあしか/).よしみつ ぜい こうぽう につ しん

室町幕府の将軍足利義満の時代に成光坊日真と
トニちれん た

日蓮が死んでから 150年後に建 てら れたの で

1389年、

0泉福寺

この寺は、

いう上人が聞きました。

す。

本堂の左手に毘沙門堂と言われる建物があります。 三浦半これは、

島の七毘沙門の一つ になっていま

る

を

一

守

方

の

を

両

川
王

角

の

札
天

方
M

福

し

四

の

ど

の

北

ぷ
武

山
一絵

、付
華

り

ほ
法

い
わてれわど

松平大

毘j少門 どは、

ってす。

1821年、川越藩の殿様、

手ロ守が将軍の命令により海岸の守

持った神で、

す。

大津に陣地をつく 本堂左手の毘沙門堂

ふだんから拝んでいた川越の日蓮宗本養寺に置 い

てあった仏イ象をわざわざ運び、

りをするため、

陣

泉福寺の庭にてI
し

、

ど

て

神

て
り
た
建

守

を
の

堂
地

お
置きました。昔の

殿様には何かし らを守り神として

拝むらJらわ LI.7ずあったよ うです。

浦
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て
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か

し

、
ぇ衛

市付

は
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丘
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寄

に

山
庄
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時
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で
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庄
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そ

その時、りました。

泉福寺の本堂

多くの寄付金が集まりました。いるのをはじめ、

(今の石渡さん、このあたりには家1.7"ニけんしかな〈

あとは田んぽだったそうてす。
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07宣幸
ほう bんしよう にん じようどしゅう

法然上人が開いた浄土宗の寺て¥

金道というお坊さんによって建てられたとのことです。

大切な仏具、古い文書、 寺に伝わる話の本なと地しんにより、

のいっさいが点えてしまい、何も i，手
展支を弱べ{

今 か ら200年ほ Iiお
「会昇進諸!!，uB!

と書かれていることからわ 11111P
昔から堀之内とよば 'Ulli';;I:! ' II"~

1636年、

火事、
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このあたりは、

えど

ど前の江戸時代にも、

之内」

かるように、

了正寺の本堂れていたようです。
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庚申の夜、

それを聞いた天の神様は、モチン坂にある庚申塔

にあ った人の寿命を罪に合わせて短< Lます。

ねなけれは虫が抜け出さず罪を告げられることもないので、

ですから、

す。
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その後ょ庚申講は、おしゃべりをするうちに食事が出るなど、
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肘
曲辰

今ある

れ

な

こ

さ
叫
使
、
っ

と

ふ

不

い

た

て

と

つ

れ

た

あ

ず

れ

に

く

さ

道

が

わ

移

の

道

に

よ

所

も

の
り

今

ト
l
品所目努、

吋
J

もとは、カヲ支っています。

ていますが、

ため、

江戸時代とです。古いものでは、

おいなりさん入口付近の庚申塔

の中ごろからのものなど治ずあり、

そのころ住んでいた村人の名が、

た〈さん書かれています。

6丁目のおいなりさんの入口、浄蓮寺山門にも庚申塔があり

浄蓮寺のは江戸時代につくられたものらしく、江戸時代の年号

また、

ます。

が読み取れます。

古老ガ語る三春町

(鈴木卜ミさん、明治30年生まれ)の話

寺の下ど呼ばれる私の母親の家があり、

厚尺のあたり

① 

か

や
ハ〈ロ

こ
M
品
川小

午

、

/

¥

泉福寺の下に、

了正寺・キスケドンてめ4
b
 

nリ
，た

)

あ

宅

前

ん

駅

さ
内

原

之

石

堀
H

裏

の

の

今

院
ら

医

寺のア近くの卜ウゼンドンの家で
か

田や畑をたがやすために牛を飼 っていました。

広つばを走りまわり、庭先でままごとをしたり、

12けんが私たちのとなっ組でしたo

家のまわりはほとんど畑で、

まで、

は、

子どもたちは、

みそっかすと言われて、お手玉をしたりして遊びました。キムは、

まねばか

山なんかかえってこわい

寺の下とトウゼンドンの子どもたちに引きつれられて、

りしていました。平地が多かったので、
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で

な

官

主

ん
し
子
忠
明

ら
が
菓
ゎ
鉄

な

だ

駄

、

み

目

品

四

百

に

ま

『

」

孔

ん

手、

所どして近よりませんでした。

春日神社の前を通る 18道にそって、長太郎魚獲さん、

長島沼産さん(今の亀屋さん付近)があって、

ども少しばかりビンに入れられてならべてあり、

を買って食べたくらいで、今の子どもたちのように、(丸いあめ)

げたは砂坂の方まで買いに行きお金はあまり使いませんでした。

あのころは、

交通も、今のようにめまぐるしいことはなく、

で、今の大津獲さんの反対側の角に車産さんがありました。

の一台の入力車が、何もかも患な用事をしてくれていました。

お産婆さんをむかえに行〈時などに利用していました。

もう忘れました。

このニけんだけだったと思います。

やはり国道ぞい

そこ

た

ました。

L 、て L、は、

みんな豊島小学校ま

代金はいくらぐらいだったか、

でも

まだ山晴~J 、学校がなかったので、

で、雨の日も風の日も迩岸近くの通りを歩いて通いました。

|年生だけは 春日神社に分教場があって、

学校は、

そこで勉強してい

ました。

かりがお

神金へ通じる金堀トンネルができてから均年以上がたつでしょ
かいつう かんせい ら<1U t; 

トンネルが開通というと完成前の落石事故をすぐに思い出し
.Q ~し れんぺいじよう り< <-んきねんぴ へいたい

ます。根岸の練兵場へ、陸軍記念日の兵隊さんを見に行った婦り

金堀トンネル

ヴ。

ちょっとした平らな所が

の山靖小の子ピもが事故にあったのです。

トンネルの横の小道を登りつめると、

そこにおいなりさんが祭ってありました。 よく石をなら

民
J
M

7
E
 

あって、



どこへ移したかわかりべてお供えしたりしました。 今は、でも、

ません。

。
っ

た

も

し
な
惚

ま
行
想

、

斗

l
晶

て

、

り

L

A

U

 

続

き
て

し

ま

け

場

の
兵
士
仕

練
内
現

の山岸B
h
 

、ホペー一面田んぼで、

今は家がたくさん建っていますが、

山の下は、

子育地蔵が祭られています。

きません。

日旧 Jム
ノJltコ

今でも花やお菓子を供える人がいるようで

これは、トンネルの上には、

6丁目の赤い鳥居

31年 12月に建てられ、

す。

右手に赤い鳥居
ひや〈たん

スターヒルど百丹の問の 山道 を歩いていくと、

爾F 唖とおいなりさんがた っていま

2匝圃 ー

た

け

ル
め
ム
ハ

の

て

『」

つ

の

い

同
ロ

y」

丁

村
5
刊
ハ
八
口

南
の
之

+
品
川
也

昔す。

りは、

んの家しかありませんでした。

毎年 2

お守の

、

さ

、

』

ソ

n

J

4

む

な

て
、

J

，F

て

が

て

あ

の

て

し

を

も

ん

を

山

経

の
M

選

物

お

ん

を

え

に

け
わ
日

付
供

ま

六

日

吉

お

き

は

の

に

出

坊

山

月

ん

お

赤い鳥居とおいなりさん

ごちそうを食べ一日楽しくその後で当番の家に集まり、います。

6年ごとに当番がまわってくるのお祭りと同じで、すごします。

みんな山の中にポツンポツンと 家が建っていたこ ろには、です。

で集ま って話し合うのがとて も楽しみでした。
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3 .くらしのうつりかわり

(1 )服 そう

0明治時代

タ卜固とのつ主合いや、取り引き

る

て

な

つ
に

入

ギ
¥時

トか

ム
ロ
服

明

洋
た

の

〉

f

L
K
υ

，〆

山
山
句

y

l

、

び

ロ

た

一
た

ヨ

+Y』

Y
」

きました。しかし、まだほんのー

部の人たち 1;"着るていどでした。

ほ とんどの人は、着物でした。でかける時やおいわいごとみJある時に

は、はおり(着物の上に着る物)、はかまを着用しました。よの写真

は、 1899(明治32)年の大津づ、学校の卒業写真 です。かみの形やはき

物からも、そのころの人々の服そうのようすが、わかります。

O大正から昭和のはじめごろ

このころになると、だんだん洋服を着る人が、ふえてきました。会

す

学

が

た

け

る

の

げ

物

、

生

が

が

れ

物

よ

着

く

先

す

き

は

着

し

た

多

の

ま

す

よ

、

く

ま

も

女

か

た

ど

で

た

人

、

は

、

主

も

を

し

の

は

・

ま

す

ひ

ど

か

た

で

物

ま

た

い

も

し

が

校

着

の

(

長

た

すてとな生先の男
凶者い医

川
口員

Z
丁

ん

B
h

ぎ

2
苦

u
人

判
役

立
貝

w
社

ること) で、イ本育の

1914 (大正 3)年 3月、 山崎小学校第一回卒業記念の先生方 じゅ ぎょうをしてい

一77ー



男子Fア
もよ:::d

着物でした。

ました。

子どもたちも、

つっそでといって、l止、

いカスリの着物に、

校しょうの入っらのはかまをはき、

たぼうしをかぶって通学しました。

ひざたけぐらいの着 h

わらぞ v

女子もやはり、

は主ものは、

くっとだんだんかわっ

物を着ました。

げた、うつ、

小学校男子のはかまていきました。

わたの入ったそでなしのチャンチャンコとよばれる、

毛糸であんだ手作りのえ

不になるど、

着物のよに着たり、ベストのようなものを、

や手ぶ〈ろをしました。(マフラー)りまき

はたざわりのよいチヂミおりのシャじんべえや、男の人は、夏には、

白いチヂミ

を肴のかんたん服(ワンピース)

西洋ねまきどよは、れた、

る人もいました。

女の人の中には、ツを着ました。

つ

や屋

祭

、
お

に

て

、山
所

着

-h

て

の

を

じ

つ

つ

の

ま

い

え

も

、

ど

に

な

れい

日
天

札
天

う

つ

S
T
2
T

ょ

が

山

印

る

た

ち

着

つ

ぷ

に

入

い

時

の

た

の

す

す

はたらく人の服そうも、今ど は
やおや

八百屋・

魚屋は、

ま

(スノ fッツににているもの)
しやしん

写真のよ

たひき
しようてん

大正時代の商 l吉ではたらく人の服そう

をはL、ていました。呉服屋は、 米屋は、

多かったようてす。
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0昭和何年から20年(戦争中〉ごろ

日本が、タ卜国をあいてに戦争をするころになると、戦争へ行〈人の

服を作るのに、せいいっぱいで、のこされた人たちの着る物には、た

いへん、ふじゅうしました。女の

跡
。
領
巾

こ〈ゐA じ どう

戦争中の国民学校児童の服そう

胸には、名ふだをつけていました。

人は、 「モンペ」とい って、 腰の

あたりが聞いていて、ひもでむす

ぶ汗五のズボンをはいていま Lた。

子どもたちは、左の絵のような服

そうでした。そして、いつでも、

空しゅうから身を守るため、防空

頭布を用意し、赤十字袋をかけ、

O戦争ガ終わってから現在まで

戦争が終わっても、まだし は、らくは、手に入るぬのが少な〈、カー

テンなどを利用した手作りの服、おとなの古着を作り直した服、兄や

姉のおさがりの服などが、はどんどでした。今のように、たくさんの

ぬのや洋服が、工場で作られるよ

うになったのは、 1975(昭和40)

年ごろからのことです。

-79 -

....1950 (昭和25)年女子の服そう



い Lわた

石渡 チエさんの誇(三春町 6丁目在住)

1946 (昭和21)年 4月、長男が小学校入学どなりましたが、会

せる物、はかせる物、何もありません。

主人が、海草エしょう(軍かんを作っていたところ)に艶務し

ておりまして、敗戦の呂、窓ガラスのあんまく (空しゅうにそな

えて、光1;'-もれないよう窓をおおった黒いカーテン)をもらって

ありましたので、それで手作りの洋服を作りました。
は~ やみいち まつ〈ろ

くつは、久里浜の関市に、真黒くてとてもじようよそうなのが

あったので、おもいさつて買ってきました。

ランドセルは、主人が、海軍通信学校の生徒が使っていた背の

うれ、ろいろな物を入れて背おうふくろ)をさがしてきてくれま
ははおやおぴ おぴしん

した。ほとんどの人は、母親の帯をほどいて、帯芯で作っていま

した。

ょうやく入学式どなりました。母親の半数ぐらいは、まだそン

べすがた。子どもは、アメリカ軍からもらった毛布で作った洋服、

父母の服のリフォ…ムなどでした。兄や姉のお下がりのものは、

とてもりっぱに見えました。女の子の一人は、おばあちゃんのよ

め入りの時の黒チリメンの着物で作ったドレスというすごいもの

もありました。

ある呂、雨に会いずぶぬれでかえってきました。ピカピカだっ

た黒くやつは まだらにはげ 〈つぞこは、上のはうまでまくれ上

がり、見るかげもありません。ふと見ると、かいねこのベルが、

〈つをかじっています。おどろいてとりよげ、よくよくえると、

くつぞこは、なんとスルメでした。

n
U
 

Q
U
 



(2) 食べ物
今は、食べ物の種類もたくさんあり、食べたいと思うものを、かん

たんに手に入れることができますが、むかしはほとんどの食べものを

自分の家で作ったり、近くでとってきたりしていました。五巻町にも

田や畑があり、魚などは浜で自分でとって食べていました。近所には

底もーけんぐらいしかなく、生活のために最低必要な、識や石けんな

どを売っていました。当時、白い米を食べられる人はほんの一部で、

大部分の人が粥やかてめし(米に大根や豆、芋類、などを入れてたいた
かげめし

もの)や麦飯を食べていました。おかずは、野菜を煮たり、塩やぬか、

みそやかすにつけたりしたものなどが主で、ほかに魚、梅干し、ラッ

キョウつqtなどでした。

石渡千代松さんの語

大正10年頃はほどんどが麦飯でした。また一日に一食ぐらいは、

ソパかうどんでした。ソバどうどんは、みんな自分の家で作った

ものです。

おかずは野菜の煮物が多〈、肉などは月に一回ぐらいでした。

また、麦飯にトロロ苧をかけて食べましたが、これも時々のこと

です。お祭りのときには、恭飯やのり巻き、稲荷ずし、野菜(ゴ

ボウ、ニンジン、ハス、里苧)の煮物でした。

日本がタト国ど戦争をするようになると、いろいろなものが不足して、

食べ物も手に入れることがむずかしくなってきました。家の庭をたが

やして畑をつくり、苧などをうえて育てたりしました。一日三食を食

べられない日がつづ主、もっとも戦争のはげしかったころは、 れまし

がりません、勝つまでは」のスローガンのもど、空腹にたえなければ
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ひぴ

ならないつらい日々が続きました。このころのおもな食べ物は、少し

のお米に芋づるなどを入れてたいた雑すい、水のようにうすいおかゆ

やすいとん(ふ案合の歯ふを入れて金たもの)、かぼちゃやいも、豆

類でした。砂糖もめったに乎に入らなかったので、ごくたまにおしる

こなどが食べられても、あまくないものでした。

戦争が終わっても、しばらくはこのような物不足が続きました。食

べるものを手に入れるために、子どもでも速くの農家まで買い出しに

いきました。やがて、野菜、魚、肉なども、だんだん乎に入れること

ができるようになりました。

くおやつのうつりかわり〉

明治・大正時代 戦中・戦後 現 在

。ほし、、も t にぽLO
さつまいも

ふかし、、

みそおにぎ号 ⑫ダ I~町立、
②あ く号、本のみ 食、ミるよゅうはなかった〉

CD C!iJliio 
S匙 しおせんぺい

クッキー チ己主ト キャンテV…

くろざとうのあめ
〈戦後だんだん手に

〈ほどんどが手作り〉 入るようになった〉 I (しゆるいもたくさんある〉

(3) 生活の道具
きかい

近ごろでは、機械が身の回りにあふれ、生活はどんどん便利になっ

てきています。今はどこの家にでもあるようなものも、むかしはめず

らしいものだったり 機械でするのがあたり前のようにとどっているこ

とでも、人の手でしていました。

82 



く生活の道具のうつりかわり〉

悲現昭和 30年ごろ大正同-明治

ちかまご
は
ん
を
た
く
も
の

文化なべピま

けいたい
でんわ

方、

わ

か
べ
か
け
式

全
自
寄
せ
ん
た
く
き

せ
ん
た
く
き

で

ん

ん

せ

た

でんきゅう

弘、

り
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iフた

会、

Jら
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だ

ん
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ノJ
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(4) 遊び

みなさんのおじいさんやおばあさん、お父さんやお母さんが、子ど

ものころは、どんな遊びがはやっていたのでしょうか。

斉藤 さと子さんの話(大正 8---14年在校)
おおぜい

ほとんど、自分で作ったおもちゃで、大勢でタトで遊ぶことが多

かったと思います。

男の子は、竹とんぼ・竹馬・水てやっぽ

う、女の子は、お手玉・ゴムとび・なわ

とび・まりっき・石けりなどをしました。

お手玉も手作りです。中に入れるあず

さやじゅずは、家の畑でどれましたし、 お手玉をしているところ

ぬのは、おばあさんたちの着物のあまりぎれ(ちりめんなど)で

す。なわとびのなわも おじいさんがあんでくれました。

家の前(三春ょうちえんの近<)の道路のそばまで海でしたの

で、すなはまで遊んだり、およいだりもしました。員がらや海草、

にわ先の草花などで、ままごともよくやりました。

@ 

O 

〔お手玉の作り方〕

↑ 

セ

チ

↓ 

⑧ 

4センチ
←ーー令

⑤ 
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木蓋 正さんの話(昭和 2~8 年在校)

軍国時代でしたので、男の子は、兵隊ごつ自分たちのころは、

こ・軍艦遊び・チャンハ、ラごっこる:どをしました。

と、手作りの鉄砲や刀をもって、

学校から帰る

子

と

い

心
、さ

中

大。

ム

以

す
」

で
山
将

の
か
大

も

キ

た

カ
つ

「

l

-丁
-
F

，AJ
 へ山

も>J、さい子もいっしょで、一番カのある

体をきたえ、戦争で手がらを立てようと、鉄

野王求や卜ッジホールもやりました。
。

たーして

。

ん

た

よ
U

I
し

弘

、

ふま

+
U

、
ひ
、
つ

遊

も
て

す
っ

ゃ

な
別
格

そのころの山崎小の野球チームは、たいへん強くて、そのおう

えんに、草野球場(今の鶴久保小の所)までかけつけたものです。

「のらくろ」のまん画が大人気で、お金持ちの子にかしてもらっ

て、みんなで回し読みしました。

① 

③ 

② 
ぼかんすいらい(軍艦遊び)

ニ組に分かれじん池を作り艦長・母艦-
hらそ

水らいをきめ争う。艦長は、母艦lこかち、

母鑑は水らいにかち、水らいは、艦長に

yケつ。

①アッチされるど、あい手のじんま也に

入れられる。

①みかたがやってきて、タッチすれば、

生主かえる。

①水炉、 ど水らい、母艦ど母績は、じゃ

んけんをする。まけた人は「トック

入り」といって、その場にすわり 10

まで大声で数える。

二度続けてまけると、あい手のじん

地に入れられる。

①てきを、自分のじん池につれていく

ど主は、ほかのてきは、せめてはい

けない。
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むかしの子どもたちは、買ったおもちゃて遊ぶより、自分で遊び道

具を作って遊んだり、心や海で遊んだりすることが多かったのです。

遊びの中には、千年以よもむかしからったわるものもあります。い〈

っか遊びかたをしょうかいしますので、みなさんも遊んでみて〈ださ

あい手のメンコをうらが

えuこすればとれる。ウラ

メン、カエシ、メクリなど

ともよ ~i:。

。、
L
 

〔メンコ〕

メンコのもちかだ|

I a52.G I 

I I ël:ë~ I 
a
l
p
 

-一
タ
'

e

の
る

叫
円
れ

4E
と

コ

ば
ン
せ

メ

出

じゃんけんで、かわ qばん

こにメンコをうつ。

山にした メン コをたたいて、山

の上のメンコをうらがえしにすれ

ば、ぜん..i:のメンコがもらえる。

合

拘

司

」

η
，
 

b
J
、

コ
e
b

ン
に

「
リ
コ
メ
下

一
門

一
件
、
の

一

3
u
一

味

け

コ

一
ぱ

一
引
ン

一
さ
一
き

メ
ち

「
ー
し
た
の
か

た

手

ば
い

め

63国
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〔コマ回し〕

|ひものまきかた|

しんぼうを中心にまいて L、〈。しんぼうに数回

まいておくと、かいてん数がよがって、よく回る。

5円玉 ¥ 
|けんかごま|

母性
れ

つ

わ
P
金品

た
と

t

b

o

 

先

う

。

が

そ

け

ら

ミ

負

ち

を

が

ど

か

方
る
た

小指とくすり

ゆぴの問にひもをはさむ。

〔じゃんけんじんとり〕

|まわしか定|

も

かたの高さから左前方へなげる。

さいごに強〈ひ〈と、コマにいきお

L、がつ〈。

④ 

①四角い図をかいて四人が角をとる。

②じゃんけんをする。

③かった人が、手をコンパスにして、じん地をとる。

④かったら、どんどんじん地は広がる。

7
『

Q
U
 



〔石けり〕

もってき

@ 
回々'

之

地

かいく

S 10 

4 

3 8 

2 7 

6 

」削崎蜘

iに石をなげ入れ、かたえで i→ 2→ 3→ 4
吋 5まですすむo 5でせんのタトにけり出した忍

をひろい、るになげ入れる。かた足でS→ 4→ 

3→ 2→ iどもどり、こんどは 6→ 7→ 8--+9
→ 10へと、けりすすむs

しようベん

く"J、f更たご〉

入

る

に

を
の
ち
池

お

に

も

に

こ

て

R
V

唱
』
つ制了

、，，
A
Z

7

て

て

、

つ

キ

執

る
な
一
ご

、
こ

u
天

る

S
そ

、

ど

れ

ど

も

〈横出し〉

アウト。こうたいする。

地から iになげた石をけっすすみ、夫ーまてゆ行っ

たらやじるし@のところに石をおき、地法でけっ出
かん

せ(.f、みんなに rI賞かしJとなる。

ほかの人に多〈かした人が、かちとなる。…どけ

り、ニどけ与のルールがあ号、ける人が畠分できめ

られる昏

au 
au 

|丸とび|

iにおをなげ入れ、 2、 3にうよ

う足で立ったJらど、かた足、つよう

足のじゅんで10までいってもと.って

くる脅かえっには、 2にかた足で立

ち、石をひろってもどる s 以下くつ

かえすa



〔子とろ子とろ〕

|子どろ子どろ|

子おどろ 子どろ

子どもがほしい

どの子がほしい

あの子がほしい

あの子はやれない

あの子がほしい

(おに)

(おや)

(おに)

(おや)

(おに)

うし

①ひと号がおやにな号、その後ろに子が…れつにつながる。

②芯には、いちばん後ろの人をつかまえようごするが、おやは、りょう手をいっぱL、広げ

ておにのじゃまをする昏

①おにの脹をつかんだり、ひっぱったりしてはいけな~ ¥ 0 ウロウロ、ニョロニョロどへピ

のように動いてにげまわる。

①子がおににつかまったら、おやがおにのかわり、おには子のいちばん後ろにつく。

〔まりっき歌〕

iいちじくにんじん|

いちじく にんじん

さんしょに しいたけ

ご，rうに むかご

r品1'"，'}ふj:< ~ 主 はったけ

きゅううに どうがん

いちじく にんじん

さんしょに しいたけ

ご，rうに むかご

Jゐ1'"，'}品1'"，' ( 、A、E はったけ

くわいに ごうがん

!あんたがたどこさ

ひど

あんたゑぜた どこさ き引象さ
くまらと

肥後どこさ 旗本さ
ぜん~

援本どこさ 船場さ

船場山には タヌキがιってさ

それを つようしが
てっぽう

鉄砲でうってさ

にてさ やいてさ 食ってう

それを 木のはで

ちょいとおっかぶせ

Q
u
 

au 



こうきょうしせっ

私たちの町にある公共施設4. 
(1) 安全なくらし

O消防施設

山崎小学校の学区 には、
しょヲかせん さ

消火栓・消火器 防火水そ う

弘、どの消防施設があります。

消火栓は道路の中などによく

が

続
宅

が

、
王
首
下

，A1
1

 

+
品

、

B
EE-

‘、

器

細

火

や

消
き
成

。
ち
地

す

だ
ま

ん

れ

こ

、
'
っ
て

見

た

設施防消

〈山ぞいのイ主宅地などにたく

さん取りつけられています。

学校の近くにも見つけることができるでしょ う。

中央消防署の三春町山崎小 学校の学区の 防火や消火の仕事は、

この町の1950 (昭和25)年からずっと 、出?長所が担当しています O

ガスト 三春町庄 の横にあ

国道134号線に面しています。
l H 、、 たいいん

消防本部から指令があると、すぐ出動できるように消防隊員 7人

救急 車 1台が待機しています。

安全なくらしを見守って きてくれまし た。

、
)
 

』

そのほかに

出動するところ

の人たちと消防車 1台、

合計21名で 3交代の勤務を しています。
玄 l王~ 1 li ~ .、、、がん き(i")がJjf)、

三春町大津町馬堀町馬堀海岸 桜ケ丘て¥

14人いて、

住 んでいる人

およそ 30，000人で、 13.370世帯(2010年)た'そ うです。
すい 11 ~(んけ ん たちいリけんさ

、j、だんの日は水利の点検とか、立入検査などして、
やと

谷戸があり、

1;1、

1;1、

防火につとめ

大きい車が道路がせまいう えに、学区は、ています。

火事にな ったらどうするか計画的に考えて入りにくいそうてすが、

できたの は、

おくことも大切な仕事だそうです。

出張所と同じ建物に消防団の第 3分団があります。

-90-



1894 (明 j台27)年でとても古 〈、 そのときは 、横須賀消防組第 6都

とよばれていたそうです。その後、 1947(昭和22)年に 今のように

消防団 と名 前がかわり ました。

消防団がある場所のことを詰所といいます。分団員は 12 '"'--' 1 3名
ゃく わり

で、分団長、副分団長な どの役割が決まっ てい ます。団員の人たちは、

自営業の人 が多 〈、消防の仕事は ボラ ンティアでやっています。火

災がお きると、通信指令室か ら団 員の人に一斉 にメールで知らせま

す。(詰所にフ 7 "'j クスが送られ ることもあります。)詰所に数人集
弘、そ

まる とす くに消防車は出動 し現場に急ぎま す。 そして消防団の人は、

消防隊の消火活動を助けます。

このような防 火のための活動のほか に、 風水害やがけくず れ、
r、、公ん &ヘ

ァド難救助などのとき にも出動し 、わたしたちの安全なくら しを 支え

ています。
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O警察

内駅の近 〈

正 Lくは

日
口丁

門

J春三

す

い
署

士」
匹

普

貝

り

須

あ

検
が

県

香

川

ホ

八

木

爪占中
、マ
A

，
r
E
E
 

京浜急行の堀ノ

，-、

;欠の日の朝 8時30分まて。の
けいさつかん

3人の警察官が 3交代で仕事を

ここは、

三春町の

に、置かれています。
きんむたいせい

勤務態勢は、朝の 8時30分から、
どヲち 1( かぱん

当直、その後は非番、

7 

交番J といいます。
ぜんいき

春町全域を受け持ち、

人た ちが安全に過ごせるよ

イ木みとなり、

Lています。
じ 二 l ， り あんないお ひろ

主な仕事は 、交通事故の処理 道案内・落とし物や拾い物の処
はんざい£ ほっ

理-犯罪予防のパ トロール・交通の取り締まりなどです。

ほとんどいません O そのわけは、三
なん たい釘 ワ

日2'""'-'3件おきる自転車の盗難や交通事故などの対応

、j、だん警察官が、交番には、

春町全域で 1

自分で交番

でか けているからです。

用があって交番に行った時、
てんわ っ〈え

にある電話を使って、机の上にある電話番号にかけます。

警察官がいない場合は、

のために、

、
て

と

川
一線

る

ι錘川

十
y

フ。ゐのみ、その電話は小川町にある横須賀署地域係に通じ、
れん句 (

ノfトロール中の警察官に連絡がいき、 もし事故

士也土或{こ

、
nl

ト
d
h

λω 

、
み
べ
、

は

で

香
川
一
談

交

い
相

に
叩
軽

、

7
け
名
川

ト
J
民

F

」

の

容

訊

こ

曲

学

一ロ

対応してくれます。

110番に連絡します。

。

、

、

す

は

が

ま

時

人

い

r、
広

U

4

t

急

い

れ

で

て

か

ど

ん

ι
置

な

r
住
戸
、

身近なものとして、

交番相

地域のみんな の相談にのって

交番に響察官がいない場合で も、また、

談員が 9fj寺から 15日寺45分まで勤務し、

くれます。
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ふ Lんしゃ

三春町地域の一番問題となっていることは、不審者問題で

不審者の情報も多く、

A、
場ア 、

査

下校時を中心に夜中もパトロールをして町の安全を守っています O

ちゅうりんどょう どてん Lゃ

駐輪場ができ、自転車の駐輪問題は解消されましたが、

三巻町は細い道や暗い道が多いため、す。

16号の返り

一人暮らし

その様子を見るなどの仕事もしています。

q
M
 

Q
M
 

の駐車はまだ大きな問題となっています。

また、地域の横のつながりが希薄になってきたため、
と Lょ たず

のお年寄りを訪ねて、



(2) 健康なくらし

O下町下水処理場(下町浄化センター〉
げすいどうかん

わたしたちが使って汚れた水や雨水は、道路の下にある下水道管

に流れ込み、ポンプ場を通って、下水浄化センターへ運ばれ、

されてきれいな水になります。浄化センター(下水処理場)ではみな
ぴせい.).つ りょう

さんが家庭や学校などで使って汚れた水を、微生物を利用し、

いにして海や川に流し、海や川の汚れを防いでいます。
すいせんか えいせいてき す かんきょう

トイレが水洗化され、衛生的で住みよい環境となり、

j争化

きれ

下水の普及

川やにより、

海がきれいになっていきました。
や〈わリ

【下水道の役割】

せんた〈 よご

台所やふろ、洗濯などの汚れた水が
か あ<Lゅうふせ

蚊やノ、ェ、悪、臭を防ぎ、

町がきれいに
かいてき すいせん

快適な水洗トイレが使え、
け.すいかん なが

すぐに下水管に流れるので、

①
 

きれいな町

川や海

になります。

川や海がきれいに
はL、す L、 こうじ A う じぎょう Ll.はL、すい

生活排水や工場・事業所排水をきれいにして流すので、
す

はきれいで澄んだ水になります。

② 

大雨が降っても町の中が
ざいさん まも

わたしたちの生活や財産を守ります。

③浸水(しんす L、)のない安全(あんぜん)な町に
うすい げすいかん

雨水も下水管を通って流れるので、
みずびた ふせ

水浸しになるのを防ぎ、

横須賀市の下水道は、

のが始まりです。

お金の不足から工事がなかなか進みませんでした。
さんさ.止うはってん ニうじょう かL、てき

産業の発展とともに、生活を向上させ、快適なにするため、
ほんか〈てき けんせつ

年から本格的に下水道の建設が始まりました。

けんせつ

昭和19年(1944年)に上町地区に建設された
せんそう

戦争が終わってしばらくは工事の材料や

経 済 や

-横須賀市の下水道

昭和38

その後、

-94-
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横須賀市の下水道の普及率は平成22年(2010年)97ノf一セントと、
ぜん二〈 へいきん

全国平均てつ3ノぐ セントて。

(ま

ぼ100ノぐ一セントになろうとしています。

西浄化セ

横須賀市の下水道は進んてい ると いえます。
ヲわ 1.t~ 仁， ， か Lたま"

上町浄化セ ンタ 一、下町浄化センタ 一、

すから、

下水処理場は、
村 .， ，j 1 

追浜浄化センターの 4か所あります。 ポンプ場は 18か所あンタ 一、

ハマユウ(雨水管)

汚れた水だけを流す汚水管は

ります。

ペリ と黒船(合涜管)

下水のマンホールは 3種類あり、

オオシマザクラ(汚水管)

汚れた水と降った雨をいっしょに流
あまみず

降った雨だけをながす雨水管は

をデザイ ンした絵柄になっています。

一アクザマ、ンオ
4オ

斗
4

木

管
の
に
一
川

市
川
ハ
合

「

こ
す て品、「ペ リーと黒船」

「市の花'ハマユウ」

-下町浄化センター

検 須 賀 市で 2番目 にで きたー

Bg手ロ44

年(1969年)から 運転を開始 Lまし
た t 句 いがい 1) hhた多"ょ， ぅ句が

た。田浦から;タ入、大滝町、浦賀

や久里浜などとても 広い地域の下

番大きい下水処理場です。

下町浄化センター

下町浄化センター建物の

集めた下水

を下町浄化センタ ーに送るため、

中継ポ ンプ場が13か所もあります。
みはるニヲえん

よは三春公園と Lて使われています。
さいぜい事い '1' .rぃ

平成10年(1998年)には再生水(下水処理水をさらに砂ろ過した水)

-95-
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ァドを処理していて、



けんせつ

の建設 を行を利用した施設

メ

は見て楽しむこと

トンボの王国J

平成11年(1999年)7月20日に完成式を兼ねたイベントを行い、

ダカの放流を しまし たo

「下町浄化センター

L 、、

「ノj、)I[ J や「ト ンボ池J

がて引きます。
お て 、、 しt，きゃ〈は、、

下水を処理した 後 に残る汚泥の焼 却灰は とてもたく さん

す宇也ー、まーして、え与#乞型国影ト
a
弘

、/

台

、

メ

大

セ
へ

て

境

し

環

川
用

と
h

活

る

け
効

て
む
有

立

を

め

灰
埋

却
書
元

山

F

また、

の量に立‘り、

トなどの材料やノ卜物入れー

ぺ ン立てにして 100ノぐ一セ ン トリサイクル をし ています。

そのため、

下町浄化センターのがいよう

平成 2年(1990年) 平成 22年 (2010年)

敷道歯ft証? 42，800 rri 92，700rri 

計fい画H 処し Z理り人じんJ口Lフ 280，000人 210，000人

1 日の平封~握巨 82，000 rri 117，213 rri 
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一
呂
志

o

つ

パ
-
女
す

3

-
J

ま

の

』
り

。
科

け
川
あ

，
児

L

、、
A

、

ぞ

カ

L
4

泉

一

口

す

タ

b

科

6

ン

け
外

道

セ

国

U

療

中
科

川
医

U

内

平日は夜 8時の 科 が あり、

平日からはじま ります 。

土 曜日の夜 ・休日 そ して年

末年始だけやっ て い る病院

。議奈漬市1安否単語センター

グコ多 〈つまり、なの です 。

ね つ が出たり けが をしたとき病院 が聞 い て い ない夜中や休日に、

この病院は、 1972(昭 和47)年に、
[せっ

救急のとき の施設を作 って ほしい とい う希望 が市長さ ん に出され
きいん

市会議員さ ん やお医者さんとも相談をしたり 、

、
'勺

ム
M会のん、々」者医お

い
会

h
f市川
γ

い医

すてのフ
句、ぇ

、
」
り

十
むてーして+のィ

、当手

調査をし

、

て

に

い
ムロ

年

口
戸

)

九
回

内
イ
」

p

」

:

l

 

和

年

昭

の

(

そ

門
/

門
/

門

γ

ま Lた o

たり Lて計画が進んでいきました。

市議 会で 救急医療センターを作 る こと が決 まり、

しんりょうが開始されました 。 1980(昭和55)

およそ 2億6.500万円をかけて完成しました。

そして、

年に三春町の 今の場

ょ うャ所にたてられ、

かん者の数
くてよさんの 人たちのどりくた く

v 
lコでき たの です。

4 

ヨ

Lっこの病院はどの く

いりょうされ て い るの で Lょ

と ころ で、

7。

1 
か7 I二、右 の グ ラ フ で わかるよ

一ーァー一一一一ーーーーー「

何年 09年89年19¥'9年

。(平成
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2009 

年の 1年間 てザは44.397人とな っ

ん者数は増えており

21 ) 



科目別かん者数
〈平成21年度〉

:3 
ています。

2.0656 
人人

、

る

と

す

る

用

見

利

志

乙

手

ぜ

ブ
冷
科

ラ
う
児

ク
い
小必

品て科のつ

3 つぎに、

2 

1 

が一番多くなっていることがわ

かります。

この救急医療センターがある

わたしたちは、ことによって、
G 

安心して夜を明かすことができ 外科内科小児科

救急医療より安全で安心なまちを目指して、2010(平成22)年現在、
Lんこうふとう

センターを新港埠頭に新しく作り直すことが決定し、

ます。

計画がすすめ

Q
U
 

nu 

られていますo



Oごみの収集

横須賀市としても環境に配慮した取り組みを行っています o 2001 

年(平成13年)に fリサイクルプラザ アイクルj が夏島町に建設さ

れ 、各家庭で のゴミの分別が始 ま り ま し た O

以前は、燃 せ る ご み 〈 生 ご み・木ー紙・布くず〉、燃せないごみ

(びん・かん・プラスチック・ビニール・せともの・ガラス〉に分

けて集めていた方法から、下記の 4分別収集になりました。

分 srj区分 収集するもの

禁させるごみ 生ごみ・小枝*蕗ち業・リサイクノレできな

い紙・農革製品など

かん・ぴん・ベットボトノレ ベットボトル・かんづめやジ品…スのか

ん・金属のふた・ジャムや薬のびん金ど

容器包装プラスチ y ク 商品を入れたものや包んだものでプラスチ

ックでできているもの e

不燃ごみ 蹄磁器類・ガラス類・プラスチック類・ア

ノレミホイノレ・ライター・運動ぐつなど

2011年現悲三春町と平成町・安浦町・宮士見町では、以下のような

収集日となっています。 その他に町内会や自治会などで集団資源、

回収を行い、家庭から出された紙類や古着・古布などをを回収しご

山崎小学校周辺のごみ叡集日 !みの減量化・資源化の

・然せるごみ・・・毎選大・金曜時 |推進を図るようになり

・かん・ 0ん・ベットボトル・・・籍制曜 aIました 0

・容器包接プラスチック・・・都週木曜日 | ごみ集務所には、カ

・不燃ごみ・・・毎月第 1 ・3水曜日 |ラスよけ対策としてフ

Q
M
 

G
M
 



山崎小学区のごみ集積所の場所

工

-ごみ集積所
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タ付きのかごやネ y 卜をイ支用 しているところもあります。また、地

域ごとに当番などを作り、収集終了後に清そうを行うなど、ごみ集

積所を清潔にイ呆つ工夫がなされています。 キムたちはごみをし っか り

と分別すること、できるだけごみを出さないように気をつけること

が、これからのごみ問題を考えるうえでも大切なことです。

電p幽~
#. 

~州島、r'" ，.13・眠・ 1
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(3) ゆたかなくらし

O三春コミュニデイーセンター
ごうせん よi.， 'h 

山崎小学校の正門にそった道を下って、国道 16号線を浦賀の方ヘ

歩いて行くと、三春コミュニティーセンターがありますo

このコミュニティーセンターは、 2008(平成 20)年に三春彰式

自主活動センターから名前を変えました o rじちかっj というみび方

の方が、耳なじみがあるかもしれません。
かんとうて 4 ニう

この敷地は、かつて関東鉄工があったところで， 1983(昭和 58)年に、

市によって買い上げられました O そして、地域の人々が自由に集い、

語り合い、学び、心のふれあいをする場になるようにと 4億 5000
ひょう

万円もの費用をかけてセンターが建てられました。

この建物の中には、様マなスポーツや集会ができる体育室・お茶
ばなおど か い ぎ え い Lやかい

や生け花、踊りなどができる和室・少人数による会議や咲写会がで

きる会議室があります。横須賀市に住む人や横須賀市で働く人なら

ば、年末年始(12月 2ヲ日 ""'1月 3日〉を除き、無料で利用するこ

とができます。かつては、建物の窓口で受け付けていた利用申込み
iずんざい

が、王見在インターネットでできるようになったこともあり、センター
はんい

周辺地域に摂らず、もっと広い範囲から利用者が集まるようになり

ました G

あそ

また、センターのとなりには広場があり、子どもたちの遊び場や

ゲートボール場として、利用できます。

使用時間は、 9: 00"'" 1 2 : 00 1 2 : 00"'" 1 5 : 00 1 5 : 00"'" 18 : 00 

1 8 : 00"'" 21 : 00 の4つに分けられています O

年間約 4万 2000人の人が利用しています(2009年利用状況より)。
うんえいがんり

このセンターの運営管理Li、かつては三春町の町内会の方マが行っ

ていましたが、今は市の市民生活課が行っています (2006年4月""')。
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また、 センターて'は、 市からたのまれた 6人の管理人さんが毎日交

利用者 への営両ゃ利用申込みの受付屯どのお仕事イミで働いてあ、り、

をしています。 建物を見回り、こわれているとこ ろや古くなってい
。 い び Lゅう..t-jき，

るところがあったら、 市に整備や修理の要求をするのも、 管理人さ

んの大切なお仕事です。 このよう な人た ちがセ ンターを 見守 ってい

てく れ るがかげで、 私たちは安心してセン ターをイ史うことがで、きる

のです。
へん

近年、 パソ コンが普及 したり、 交通のイ更がよくなったりしたこと

て。、 子 どもから大人まで、 様々な年齢の人が、 様々な目的でセン

ターを利用す るようになりました。 あ、 互いに、 センターのルー ルを

守って、 楽しく利用し、 みんなの 生活が少しでもゆたかになるよう

にした いものです。

可E且...mSl~ 

I I 

"古見田図
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O三春公園

三春町 2丁目にあ

る三春公園は、国
ー'せ んそ

道 16号線沿いにあっ

て、 下町下水処理場
お ( 仁 J. "' .;， ( 

屋よ部分を含む、
へいほう

13.810平方メートル

の広い公園です。

下 の 児童 公園は

1972(昭和47)年に て

き、 くぐりねけ
去にがわ，.1と まる た わ た

ム
ヴや

三春企圏平箇図

大広場

小広場

谷川渡り 丸太渡り ・平均台・つり橋 すべり 台 ニ連 ブランコ な
Lせ つ

どの遊具や砂場・水飲み士号・トイレなどの施設があり、子どもたち

が毎 日遊んでい ます。

下水処理場屋よの運動公園は、 1988(昭和63)年にでき、大広場と
じん こう l，，[ 

小広場と休憩広場があります。大広場と小広場には、人工芝がしか

れ、 休憩広場 にはタイルがし かれ、ベンチや日 よけ のたなもあ りま
わん 九が

す。 この屋よの広場 は東京湾の眺めが美し く、 人々のいこ いの場所

になって L、ます。
11 J. {らか ん 'J

公園の管理は市役所の土木み ど り告rl緑地管理課 が Lていますが、
れんこう ιん

広場の運営 は三巻町の連合町内会 安浦 1'"'-3丁目町内会・田戸親
た九、ω，.， 

H全会などに まかされてい ます。 各町内会の代表者は、市民 が よりよ

い広場の利用 ができる よ う話 し合い をします。

広場を利用 してで きるおもな 運動は、子 どものソフ トボール

キャ ッチボー ルー 体そう・ ジ ョギング・ ゲー トボール-その他軽い

運動です。地域のスポーツ団体や町内会や自治会が土日 広場を 利用

-104 -



七、 1.， せ、、か、

年 1回三春コミュニティーセンタ ー で聞かれる調整会議するには、

ラ

あ
ク

て

人

め

老
，
埋

の

が

成

プ
地

イ
下の#之エ人

小広場1.1、手続きをします。に代表者が出席して、

コートが 2面と

プのゲートボールに利用 されます。

トできるようになって L、て、ゲート がすくセッ
、

j
 

'v 

ヤかん さ [Jん.，いさん L

夜 間は使 わ な い 危険行為 の 禁止

れます。

広場 利用上の注意として、

卜は連れてこない ごみは 持 ち帰るなとがあります。 広場のそ〈 ζy

ょ の運動公園を 1丁 目町内

安全に i冬、ぶ ことがで きる

うじ(j、

会が 日を決めておこなっています。
ぞん円ん

年間 4回遊具点検のノ川、ロ ールがおこなわれています。

また、

下の広場を 2丁目の町内会が、

ょう、

「三春 5丁 目第 2「三春 5丁目公園」学区には三春公園 のほかに

-
EJ
 

岡
山公同

口

、

丁

て

'O

の

春

い
三

叫
狭

F
E
I
 

十
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「富士見公 園j「三春 5丁目第 3公園J公 園J

三 春 公

運動できる広場や公園をふやしてほ

てよどがあります。

だん
L
F

ふ
』

ゐ
今
、:

o
 

び

す
の

ま

び

、
‘、

の

て

に

つ

う
M
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y」

の

い
園

し

「平成緑道緑地j
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年表

時代 年 山崎のくらし・できごと 世の中のできごと

縄 O人は生活していなかったe 。縄文式土器が作られる。

文時代

。海蝕潤2ぎなどで生活していた。 O積作が伝れる。

弥 -薙島町猿島洞窟 。金馬器が伝わる。

生 O弥1式土器が作られる。
時
fて O横穴古墳が造られる。 O日本列島各地に小国家

-中崎横穴群 が誕生する。
合

-池田町大塚合墳
墳時

-久史決こんぴら山古墳
fて

-長jえかろうと山古墳

大

手口
5380仏教が伝わる。

時

7100奈良に平城京ができる。

13 
1.1(， 

-宗元守が造られ、その

O三滞半島には参p~南郷(田浦)、沼津郷(詔戸)、水 あたっ忌J栄える。

平 経郷(偽ア浦)、御崎郷(三崎)、安窓郷〈器浦、 7940京都に平安京がで会る。

安 武山〉の五つの郷がJうったどされている。

11る3・三滞氏が五浦半島に領

E寺 紬をもらうパ衣笠峨)

fミ
O..L域ができ始める a

1180・衣笠合戦で三浦大介義

明が死ぬ。

11920源頼朝が征夷大将軍に

鎌 1253 O日誌が米が浪に流れっき、米が浜道場〈のちの龍 なつ、鎌倉に募蒋を開

念
本寺)を建てた。猿島伝説、角なしさざえ伝説が

時

代 ある。

13330 鎌倉幕府が認主4主~Itされる。

13380足利尊武が室町幕府を

1394{? ) O公郷村にj争議寺が建てられる。 践し

p怠.... ・ 14910 北条早雲~:...J、田原をせ

める。

町 14守2・三津義同共をあげ、三

時
;高時高をせめる o

代 1513・北条早雲が三;講義問を

せめる。

15490キリスト教怯来

-106 -



時ft 年 由時のくちし・できごと 世の中切できごと

安
止 時 15900豊臣秀吉が全爵銃一す
桃 代

る。
山

1鉛9・ウィ 1)アムアダムスが;議賀

に来る。
司Eいい

16030捷111家;操証央大持軍となっ

江戸に幕膚を開〈。

jエ 1648・浦賀・三崎に燈明台がでさ

る。

1660・砂村新左衛門が内川新田を

戸 開発する。

1720・諸費に奉行所がおかれる。

1801 O券窃神社拝殿がで生る。(社殿i主義島)
時 1837・米国飴そうゾン号;嘉賀沖に

著〈。

1840・諸費に壇明営がつくちれる。

fて
1854 O公郷村名主本崎忠兵傷、箱喝半島前方書評に揺割 iお3・ベザーが濯賀沖に来る。

( I臨格制)を掛制。 iおG・;高繋から成総えが詣港。

1864・，J、巣よ野介らが横須賀の港

を調べる。

1865・横須賀製鉄掛か建設される。

18680新い、政治が始まる。

1868・横須賀製鉄所が新政府

に接収される。

。小学校の前身である浄蓮寺塾(公癖村)、長源、や 。神奈川府が神来川県ど

8完 塾(横須賀村上西来寺塾(不入牛村)などが初等 なる。

教1ぎに当たる。 1869・観岩崎燈舎ができる。

1872( 5) O公郷学校(豊島小学校の詰身〉釘立。

JJtロ‘ 
187る(9 ) 。横祭賞村を按護費IBJどまめる。

1877(10) O平坂が開通する。 1884・讃須賀海軍鎮守蒋がお

1881 (14) O猿島の砲台建設工事始まる。 かれる。

1888(21) OJ設鳥...J、学校ができる。 1889.横須賀線が関述。
時

1889(22) 。深田、米が浜の海面を埋め立てる。 -市町村制がしかれ、横

須繋町、豊嘉村ど改め

られる。

fて 1891 (24) O米が浪砲台ができる。 O大日本帝国憲法が発布

される。

1896・横須賀で日刊新聞が発

ffされるようになる。
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時代 年 出時のくらし・できごと 世の中のできごと

。横須賀に乗合馬車が走る。 (6人乗号馬車 5台、

明 聖徳キ坂下ょっ浦賀芝生まで i人?銭、入力車

1904(37) 40銭〉 1905-横須賀電遊会社がつ〈られ
，ぷW‘ 

O公郷郵使受取所ができる。 る。

震寺 190る・模須賀ガス会社がつ〈られ

る。

fて 1907・携須賀市制がしかれる。

1908(41) 。鶴久保"J、学校関投。 1908・走水水道(市す水道)がひか

1912(45) O山崎小学校開校 児童数303名 れる。

19140第一次世界大戦に森加

する。

大
1922(11) O詣 F"J、学校開校。

1923(12) O関東大震災により校舎一部倒壊。 同230関東大業災がおきる。

正
1924(13) O~静雄埋立地を安浦 IT 吾、2γ 閥、 3丁目ど分ける。

時

fて
1925(14) 。按j車港完成。 19250ラジオ放送が始まる。

-横議賀線で電気機関車

の使用治吐きまる。

1930・私鉄海鳥電車が問述。

(現fIt1.)京決急行。最

初は、黄金町~涛賀の

1935(10) O山崎町を春a町ど改める。 問。)

日渡 1935(10) 0金場トンネル開通。

19370日中戦争b吐きまる。

和
i守的0第二次世界大戦がおこ

る。

i守43(18) Oニ部械業を開婚。

時
!料品(1守) O第一次学設疎開を実権する。

i'¥ 
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時代 年 出鋳のくらし・できごと 世の中のできごと

1945(20) O第ニJ大学愛疎開を実施する。 19450天窓熱条件静伏放送。

O点事洋戦争が終わる。

!守4る(21) O米軍から諌島での製塩を許可される。 19460院本霞憲法が公布され

る。

19470 留民学校を ~l 、学校と改

める。

|守49(24) O安清造業協同組合ができる。 -市立~J 、学校補食給食を

1950(25) O春日町を三巻町ど改める。 開始。

19500朝鮮戦争が始まる。

!守53(28) O米が浜通りい市消防本部が;m:かれる。 1951・市立.IJ、学校完全給食を

1953(28) O公費苧トンネル開通。 実持。

i守530朝鮮戦争終わる。

皇室 1955(30) O誌の出町海草に市汚物処理械設ができる。 1953・テレピ放送始まる。

i守的むかラーテレゼ放送開始。

和 i守61(36) O議島の米軍掩設1;:日本政府に返還される o

i守る3(38) O横3長賞公郷釈が京決姿;毒釈となる。

(現在京急安浦駅〉
19640東京オリンピックが開

かれる。

時 Oベトナム戦争が姑まる e

i守る守(44) O横議賀市下水道部下水処理センタ 、下町浄化 1965・犠須賀市文化会館がで

センアー完或。 きる。

19720沖縄が日本に復1嬉し、

fて 沖縄乗となる。

19730ベトナム平和協定が調

印される。

1975・横須賀新港が完成。

!切る(51) O大津中学校開校。 -集中豪雨により平作J11

があふれる。

1977(52) 0救急医諜センター開設。 (現症の誌姉会館) i守77・横須賀市の人口40万人

をこえる。

1978・横須賀市総合体育会結

ができる。

1980(55) 。救急医様センタ一五巻町に新築移転。 1980・横須賀市人文博物館が

1982(57) G安浦沖の埋めたて始まる。 て・きる。

1983(58) O五春地域自治活動センター開設。

lJ!. 198守〈平成1) O安;高沖の埋めたて地が平氏町ど決まる。
成

1990( 2 ) 。新安j南海ができる。 19守10中東で戦争が始まる。時
fミ I 992( 3 ) O山崎..J、創立80年をむかえる。 約438で終わる。
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時代 年 出轄のくらし・で砦ごと 世の中のできごと
1 992(平点4)Os 1留め学設週 5日制関委会

i守守3(5) 。場内にて枝葉の指導法吠絡に伴う

ティームデ 4ーチング教員配車

1 994( 6) 0横須賀茶術劇場オープン

湘尚窓際村オープン

1 995( 7) Os 2屈の学校鴻 5白書IJ開始 19950阪神惨 j実路大震災

1守守6(8) 。野比東小学校関授〈市内49枚目) 。地下鉄サリン事持発案

1997( 9) 。市市IJ90用年式典開催

OY R P (検須賀リサーチノfーク)オープン

i守守8(10) Oイギ I}ス メッドウェイ帯と姉妹都市提携 19980長野オリンゼック開催

199守(11) 。桜小学校開校 19990京謙村JCO臨渇事故

平 2001(13) Oウェルシティ市民プラザオープン 20010アメリカ同時多発テロ

0横須繋市が中枝市に移行 事件発生

2002(14) Oヴェルニー公爵才一ブン
20020日韓共催ド IFAワー

成
2∞3(15) 0市:ft.讃須賀総合高校開校

ルドカップ開催

。大球台小学校開校

2∞40新潟中越地震

時 2005(17) 。会津若松市と友婿都市提携 20050愛・地球博開催

。長井海の手合顕 fソレイユの丘j オーブン

fミ 2007(19) 。横須哲義術館オーブン

2∞8(20) O はぐくみかんオーブン 20080北京オリンどック開催

2009(21 ) 。捜決検5買賀道路全線

〈浦賀IC.鳥堀海岸IC)開通
20100ノ〈ンク ノ、.

オザンピック開催

20110東日本大震災

Oワールドカップ女子

ドイツ大会

なでしこジャノミン

2012(24) 。山崎小学校創立100周年をむかえる 初優勝
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資料
山崎小学校 児童のうつりかわり

年度 学級数 児童数 年度 学級数 克重要文

1912(M45) 5 303 1962(S37) 24 10る3

1913 6 357 19る3 22 守70

1914 6 3守る 1964 22 895 

1915 7 453 1965 22 839 

1守16 7 458 1966 22 832 

1917 8 486 1967 22 845 

1918 10 542 1968 22 849 

1守19 11 583 1969 23 873 

1920 12 る16 1970 24 880 

i守21 12 る21 1971 24 888 

1922 12 6守1 1972 24 896 

1923 12 613 1973 24 909 

1924 12 639 1974 26 守る7

1925 12 76る 1975 27 965 

1926 12 

調
1976 28 1031 

1927(S2) 12 1977 29 1066 

i守28 14 1978 30 1107 

1929 15 912 1979 29 1126 

1930 17 1015 1980 30 1131 

1931 18 1071 1981 28 1111 

1932 19 1142 1982 27 1074 

1933 1守 1207 1983 2る 1021 

1934 G 12併 1984 25 983 

i守35 21 1290 1985 24 920 

1守36 12 1275 1986 22 841 

1937 22 1361 1987 22 801 

1938 22 1424 1988 22(特 1) 755 

1939 25 1511 198守 21C特 1) 690 
1940 28 1525 1守90 1 ) 641 
1941 2守 1565 1991 20(特 1) 624 
1942 30 1553 1992 20(特 1) 629 
1943 29 1570 1993 19 (特 1) 577 
1944 29 732 19守4 19 (特 1) 57る
1945 

ヰヰ
11る9 1995 i守〈特 1) 564 

1946 19守る 18 (特 1) 545 
1947 1272 1守守? 17 (特 1) 517 
i守48 24 1311 1998 17 (特 2) 489 
1949 25 1242 1999 17 (特 2) 484 
1950 26 1305 2000 16 (特 2) 4るG
1951 28 1368 2001 2 ) 42守
1952 28 1378 2002 15 (特 2) 411 
1953 29 140ヰ 2003 17 (持 3) 449 
1954 30 1480 2004 17 (特 3) 447 
1955 31 1480 2005 14 (特 2) 432 
1956 30 1503 2006 17 (特 3) 459 
1957 29 1485 2007 17 (特 2) 475 
1958 28 1492 2∞8 17 (特 2) 4守る
1959 28 

1114212975 9 1 
2009 1守{特 2) 504 

19るG 26 2010 19 (特 2) 509 
19るi 2る 2011 19(特 2) 497 

2012 
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山崎小学校児童数
2011.6.1 

学年 2 3 4 5 6ぎんなん 針

学級数 3 3 3 3 3 2 2 19 

男 42 53 43 38 48 39 4 2る?

女 2守 31 40 48 43 3る 3 230 

ま十 71 84 83 86 守1 75 ? ヰ守?

家庭数 37 54 59 67 89 75 5 386 

山崎ノj、学校の世帯数と学区の人口

世帯数 人口

1972年 1991年 2011ヰ 1972年 1991 2011年

三春町全域 3430 3903 4435 109守3 10670 守270

三春町 1丁 721 586 632 2211 1568 1269 

2丁目 326 340 342 1150 941 728 

3丁目 464 429 529 1424 1104 1052 

ヰ丁自 605 662 1989 1473 1296 

5丁目 852 1383 1574 2710 3809 3405 

る丁目 4る2 る05 る守る 150ヲ 1775 1520 

安浦町 3丁目 846 る守9 717 2556 1775 1380 

富士見町 1丁目 433 405 412 1420 1162 8るG

平成町 1丁目 895 2494 
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きがとあ

弓

1月14日に

首六田

2012年(平成24年)

相教頭

わたしたちの通う山崎小学校は、
はん

この本
いわ されん

そのお祝いの記念の 1っとして、
うりつ Lゅうねん むか

創立100周年を迎えます O

20年訴の創立80周年の話にも討議本 fやまさやき j

せんせいがた はな

その後の20年をつけ足して作ることを先生方が話

も作られました O

先生方がカを合わせ
ねんはん

それから 1年卒をかけて、

、

た

ィ

、

!

し

の

ま

た

め
れ
き
決

、
'
り
い

作
ぁ
合

、
ー
し

ム
M

ペやす ，ヰうかご どかん っか Lり上う あっ Lゃ Lん と

注btみや表諜後の時間をイ吏い資料を集めたり写真を撮ったりして書

-4年の子どもたちにわかりやすく学習でき特に 3
あ

き上げました。

やまざきむら

山崎村と呼

るようにしました。
あ いだ釘釘 か

わたしたちの町は、 100年の間に大きく変わりました O

ちい むら やまけず かいがん う た

ばれた小さな村から山を削ったり海岸を埋め立てたりし、 大きな町

じゅうたく 釘おがた Lまうぎょう Lせっ

このお年の問にも住宅や大型商業施設へとうつり変わりました。

-ttいかっ

人々の生活のよ
れき L

わたしたちの学校や町の歴史、

さんできました。

この本を読んで、

などがたく

わたしたちの学校うすのうつり変わりなどを学習することにより、

あ い こ二ろ ふだ ねが

や町を愛する心がよ 4ハ、っそう育つことを願っています。

貴重な資料を提供してくださったこの本を発行するにあたり、

深Jくお
かくこうきょうさかんおよ どよげん たL、

各公共機関及び助言をいただいた方々に対し、地域の方マ、

れいもう あ

礼申し上げます。

どうぞ学校
きづ てん

なお、この本についてお気付きの点がありましたら、

れんらく

までこ。連絡いただきますようお願い申し上げます。
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