
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

２０１７．５ 

８ 

香
取
神
社
の
石
橋
供
養
塔 

～
平
将
門
と
染
谷
川
合
戦
～ 

 

境 町 歴 史 民 俗 資 料 館 だ よ り 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境
町
染
谷
の
香
取
神
社
は
染
谷
、
下
小
橋
、
上
小
橋
を
流
れ
る
染
谷
川
の
東

に
位
置
し
、
武
芸
・
武
術
の
神
様
と
し
て
知
ら
れ
る
香
取
大
明
神
が
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
参
道
の
登
り
口
に
は
高
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
の
石
橋
供
養
塔
（
表
紙
写
真
）
が

立
っ
て
い
ま
す
。
供
養
塔
と
は
、
本
来
死
者
や
先
祖
の
供
養
の
た
め
に
建
て
る
も
の
で

す
が
、
こ
の
石
橋
供
養
塔
は
染
谷
川
に
架
か
る
小
さ
な
石
橋
「上
の
小
橋
」
の
た
め
に

建
て
ら
れ
た
の
で
し
た
。 

 

 

上
の
小
橋
と
石
橋
供
養
塔

香
取
神
社
に
残
さ
れ
た
平
将
門
伝
説 

▲石橋供養塔のスケッチ（境町 田村登士冶氏） 

こ
の
石
橋
供
養
塔
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
あ
た
る
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）

十
一
月
七
日
に
本
谷
四
郎
兵
衛
氏
を
願
主
と
し
て
建
造
さ
れ
た
も
の
で
す
。
一
見

す
る
と
何
の
変
哲
も
な
い
石
碑
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
石
碑
の
正
面
に
は
「
南 な

無 む

阿 あ

弥 み

陀 だ

佛 ぶ
つ 

石 い
し

橋 ば
し

供 く

養 よ
う

塔 と
う

導 ど
う

師 し

乗
じ
ょ
う

蓮 れ
ん

社 し
ゃ

教
き
ょ
う

誉 よ

上
し
ょ
う

人 に
ん

観 か
ん

阿 あ

了
り
ょ
う

頓 と
ん

和 お

尚
し
ょ
う

」
、
右
側
面

に
は｢

願 が
ん

主 し
ゅ 

染 そ
め

谷 や

邑 む
ら 

本 ほ
ん

谷 や

四 し

郎 ろ

兵 べ

衛 え｣

、
左
側
面
に
は｢

安 あ
ん

永 え
い

七

戊
つ
ち
の
え

戌 い
ぬ

十
一
月

十
五
日
建
之｣

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
正
面
の
刻
文
に
は
供
養
塔
の
建
造
に

あ
た
っ
て
奉
納
さ
れ
た
浄
財

じ
ょ
う
ざ
い

（寄
付
）の
奉
納
者
と
村
の
名
前
、
浄
財
の
内
容
が
刻
ま

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
奉
納
者
が
染
谷
村
か
ら
東
の
村
々
（
現
在
の
坂
東
市
方
面
）

に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

今
か
ら
お
よ
そ
二
五
〇
年
前
の
安
永
七
年
に
、
こ
の
供
養
塔
が
建
て
ら
れ
た
目

的
と
し
て
は
、
染
谷
川
に
架
か
る
上
の
橋
を
渡
る
人
々
の
通
行
上
の
安
全
祈
願
と

増
水
に
よ
る
染
谷
川
の
氾
濫
で
上
の
橋
が
崩
壊
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
橋
そ
の
も
の

を
守
る
た
め
に
建
造
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
染
谷
村
か
ら
東
の
地
域
の
人
々
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
浄

財
を
募
っ
て
上
の
小
橋
に
祈
願
を
か
け
た
の
で
し
ょ
う
。 

▲境町染谷の香取神社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石
橋
供
養
塔
の
建
造
と
浄
財
の
出
所
に
関
し
て
は
、

天
慶
二
年
（
九
四
〇
）
に
下
総
の
猿
島
郡
を
拠
点
と
し
て
起
こ

っ
た
平
将
門
の
乱
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

当
初
は
平
氏
一
族
の
私
闘
か
ら
始
ま
っ
た
戦
闘
が
次
第
に

拡
大
し
、
平
将
門
は
朝
廷
の
地
方
統
治
機
関
で
あ
る
常
陸
・

下
野
・
上
野
の
国
府
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
攻
め
落
と
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。 

こ
う
し
て
東
国
の
大
半
を
占
領
し
、
新
た
な
統
治
者
と
し

て
自
ら
を
「
新
皇
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
将
門
を
朝
敵

（
国
賊
）
と
み
な
し
た
朝
廷
は
、
同
じ
東
国
の
武
士
で
あ
っ
た

押
領
使
（
追
討
軍
）
の
藤
原
秀
郷
・
平
貞
盛
ら
を
将
門
軍
の
鎮

圧
に
向
か
わ
せ
ま
し
た
。 

平
将
門
の
乱
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
軍
記
物
『
将

し
ょ
う

門 も
ん

記 き

』
に

よ
れ
ば
、
天
慶
三
年
二
月
十
三
日
、
藤
原
秀
郷
・
平
貞
盛
ら

の
軍
勢
は
、
岩
井
に
拠
を
構
え
て
い
た
平
将
門
軍
を
攻
撃
す

る
た
め
に
二
千
九
百
人
余
り
の
大
軍
勢
で
染
谷
川
の
西
側

（
境
町
方
面
）
を
占
領
し
ま
し
た
。
一
方
、
将
門
軍
は
追
討
軍

の
不
意
の
来
襲
に
わ
ず
か
四
百
余
騎
の
軍
勢
で
染
谷
川
の
東

側
（
坂
東
市
方
面
）
に
参
陣
し
ま
し
た
。 

将
門
は
小
高
い
香
取
の
森
の
上
か
ら
敵
を
攻
撃
し
、
染
谷

川
に
架
け
ら
れ
て
い
た
「下
の
小
橋
」
を
破
壊
す
る
こ
と
で 

戦
局
を
有
利
に
変
え
、
追
討
軍
を
迎
え
撃
っ
た
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
間
も
な
く
し
て
将
門
は
追
討
軍
に

討
ち
取
ら
れ
、
将
門
軍
も
鎮
圧
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
現
在

は
坂
東
市
岩
井
の
国
王
神
社
に
将
門
の
御
霊
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。 

そ
れ
か
ら
約
八
〇
〇
年
経
っ
た
江
戸
時
代
、
石
橋
供
養
塔

の
建
造
に
あ
た
っ
て
、
上
の
小
橋
が
境
の
川
に
架
け
ら
れ
た
橋

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
岩
井
方
面
の
村
々
か
ら
の

浄
財
が
多
か
っ
た
理
由
は
、
こ
う
し
た
平
将
門
伝
説
が
影
響

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。 

下
の
小
橋
は
香
取
大
明
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
地
を
流
れ
る

染
谷
川
に
架
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
東
国
の
新
皇
と
な
っ
た

将
門
が
戦
略
上
と
は
い
え
、
こ
の
下
の
小
橋
を
破
壊
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
出
来
事
は
、
神
道
を
重
ん
じ
る
当
時
の
人
々

に
と
っ
て
ま
さ
に
衝
撃
的
な
出
来
事
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

（境
町
歴
史
民
俗
資
料
館 

野
村
正
昭
） 

▲現在、上の小橋は国道 354線の一部として残され
ています 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

境町歴史民俗資料館 
      〒306-0431 茨城県猿島郡境町西泉田 1326－1   Tel.0280－81－3353  Fax.0280－81－3354 

利用案内                                           
［入 館 料］ 無料           ［休館日］○毎週月曜日 
［開館時間］ 9：00 ～ 16：3０         （月曜日は祝祭日の場合は開館し、翌火曜日が休館） 

○年末年始（12/28 ～ 1/4） 

 

交通案内                                           
［自 動 車］ 国道４号バイパス    塚崎交差点（境町）から  約 4.5 キロ 約 10 分 
       首都圏中央連絡自動車道 境古河 IC から       約 1.5 キロ 約 5 分 
 
［交通機関］ JR 宇都宮線             古河駅 
       東武スカイツリーライン（伊勢崎線） 東武動物公園駅  下車 

朝日バス 境車庫ゆき 約 45 分 
                    終点 境車庫 下車 徒歩約 15 分 

■境町歴史民俗資料館だより 河岸町の歴史 第８号 ■発行・編集 / 境町歴史民俗資料館 ■平成２９年５月２０日発行 

～第 1回「さかい歴史散歩」を実施～ 

 
先月 4 月 15 日、境町歴史民俗資料館主催のボランティア活動

｢下総さかい河岸の会｣学習会の一環として、資料館館長の解説の

元、実際に境町内を歩いて散策する｢さかい歴史散歩｣を実施しまし

た。 

 今回の歴史散歩では江戸と奥州を結ぶ日光東街道の宿場町・境

河岸をテーマに境町役場から上仲町、下仲町、宮本町、本船町付

近をコース（約 2時間）として歩きました。また、午後は年三回行われ

ている塚崎香取神社の獅子舞を見学し、境町の伝統文化に触れま

した。 

ボランティアメンバーでもある参加者 9名は終始和気あいあいとし

た様子で、今と昔、普段とは違う視点から見た境町の姿に思いを馳

せました。 

歴史散歩の様子 

昼食は割烹旅館すずきやのお弁当 

境町民俗資料館では現在、皆様に利用しやすい環境を整えるた

め、資料館の運営にかかわる運営ボランティア「下総さかい河岸

の会」のメンバーを募集しています。 

かつて宿場町として栄えた境町・境河岸の歴史を、町史編纂委

員、学芸員と一緒に楽しく学習しませんか。 

詳しくは境町歴史民俗資料館までお気軽にお問い合わせくだ

さい。（℡．0280－81－3353） 

宮本町香取神社前 


