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神
社
を
建
て
た
金
海
法
印
は

村
人
と
共
に
働
き
、そ
の
徳
の

高
さ
か
ら「
行
徳
さ
ま
」と
呼
ば

れ
ま
し
た
。こ
れ
が
地
名
の
由

来
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
。❽神明（豊

と よ

受
う け

）神社

　

ま
た
家
康
は
現
在
の
東
京
都
江
東
区
付
近
を
流
れ
る

「
小お

名な

木ぎ

川
」「
新
川
」を
開
削
し
て
い
ま
す
。こ
の
水
路
は

行
徳
川
と
も
呼
ば
れ
、ま
さ
に
行
徳
の
塩
を
運
び
込
む
た

め
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
す
。川
に
は
定
期
船
も
往
来
す

る
よ
う
に
な
り
、寛
永
9
年（
１
６
３
２
）に
16
隻
で
あ
っ
た

行
徳
船
は
定
期
船
と
し
て
、幕
末
の
こ
ろ
に
は
62
隻
に
ふ
え

て
い
ま
す
。行
徳
は
水
上
交
通
の
要
所
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
や
が
て
こ
の
水
路
は
、野
菜
や
魚
を
江
戸
に
送
る
た
め
に

も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
って
い
き
ま
す
。人
の
行
き
来
も
活

発
に
な
り
、江
戸
か
ら
は
文
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。成
田
詣
で
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
も
追
い
風

に
な
り
ま
し
た
。成
田
山
に
向
か
う
道
と
し
て
は
、小
岩
か

ら
市
川
関
所
を
通
過
す
る
コ
ー
ス
が一般
的
で
し
た
が
、取

り
締
り
の
厳
し
い
市
川
の
関
を
嫌
い
、船
の
利
用
が
で
き
る

本
行
徳
の
河
岸
か
ら
上
陸
す
る
い
わ
ゆ
る「
成
田
道
」も
盛

ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。寺
社
詣
で
の
ブ
ー
ム
も

あ
っ
て
、寺
町
に
も
大
勢
の
人
が
訪
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

時
代
は
移
り
、大
正
6
年（
１
９
１
７
）10
月
1
日
に
暴
風

（
高
潮
）が
発
生
。村
は
も
ち
ろ
ん
塩
田
も
甚
大
な
被
害
に

遭
い
、塩
田
は
や
が
て
姿
を
消
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。替
わ

り
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
が
海
苔
の
養
殖
で
す
。現
在
も

生
産
は
続
け
ら
れ
、初
冬
に
は
、市
内
の
鮮
魚
店
な
ど
で
生

海
苔
の
販
売
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

半
農
半
漁
村
の
性
格
が
強
か
っ
た
近
代
の
行
徳
で
す

が
、水
田
耕
作
は
江
戸
時
代
か
ら
塩
作
り
と
並
び
盛
ん
で

し
た
。そ
の
影
に
は
２
人
の
人
物
の
尽
力
が
あ
り
ま
し
た
。

17
世
紀
初
頭
、田た

中な
か

内た

く

み匠
と
狩か

の

う野
浄じ

ょ
う

天て
ん

は
幕
府
に
願
い
出

て
、八
幡
付
近
か
ら
浦
安
の
当
代
島
ま
で
の
用
水
を
開
削

し
て
い
ま
す
。こ
れ
が「
内た

く

み匠
堀ぼ

り

」で
現
在
は
地
下
水
路
に

な
って
い
ま
す
。ま
た
塩
田
は
幾
度
と
な
く
作
り
替
え
ら
れ

る
こ
と
で
、北
へ
北
へ
と
移
り
、跡
地
は
水
田
や
蓮
田
に
変

わ
って
い
き
ま
し
た
。昭
和
40
年
代
ご
ろ
ま
で
行
徳
周
辺
に

は
、広
大
な
蓮
田
が
広
がって
い
た
そ
う
で
す
。

　

昭
和
44
年（
１
９
６
９
）に
東
西
線
が
開
通
す
る
と
、広

大
な
水
田
や
蓮
田
は
宅
地
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
、徐
々
に
現

在
の
街
の
姿
に
な
って
き
ま
す
。長
い
時
間
を
掛
け
て
変
遷

し
て
き
た
行
徳
地
区
で
す
が
、今
で
も
街
を
歩
く
と
先
人

達
が
残
し
た
足
跡
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。寺
町

を
中
心
に
散
策
す
る
こ
と
で
、行
徳
に
流
れ
て
き
た
歴
史

の
面
影
を
探
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

水
運
が
運
ん
だ
人
と
文
化

水
田
と
蓮
田
の
広
が
る
風
景

東日本では珍しいキリシタン燈籠を見ること
ができます。

❼妙覚寺

本堂の前に「うたがふな潮の華も浦の春」と刻まれた芭蕉の句碑「潮塚
（塩塚）」があります。行徳の俳人、戸

と

田
だ

麦
ば く

丈
じょう

らが芭蕉百回忌の折に建て
たものです。

❾法善寺

『江戸名所図会』にも描かれた名刹で、安永4年(1775)に建立さ
れた山門と鐘

しょう

楼
ろ う

、経
きょう

蔵
ぞ う

は市の文化財に指定されています。行徳小
学校は、明治6年（1873）にこの寺を仮校舎として開校しました。

❺徳願寺

行
徳
街
道
よ
り
古
い
道
で
、笹
屋
う

ど
ん
跡
の
裏
手
か
ら
寺
町
通
り
に
か

け
て
歴
史
あ
る
寺
が
並
ん
で
い
ま
す
。❻権現道

明治24年10月に作成された「東葛飾郡行徳町之地図」
（歴史博物館所蔵）

昭和40年代の蓮田の風景（志村雷子氏所蔵）

行徳寺町 塩と共に歴史
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「江戸名所図会」に描かれた水運で賑わう行徳船場（国立国会図書館所蔵）

行
徳
に
歴
史
の
面
影
を
求
め
て

　
「
戸
数
千
軒
、寺
百
軒
」と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、行
徳
に

は
宗
派
も
様
々
な
寺
が
密
集
し
て
い
ま
す
。大
部
分
の
寺

は
15
〜
16
世
紀
の
創
建
と
さ
れ
、現
在
の
寺
町
の
基
礎
は
、

そ
の
当
時
に
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
れ
は
、

天
正
5
年（
１
５
７
７
）の『
内
藤
家
文
書
』に
記
さ
れ
た
、

行
徳
が
急
速
に
発
展
し
た
時
期
と
も
重
な
り
ま
す
。当
時

の
寺
は
宗
教
施
設
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、政
治
的
、文
化
的

に
も
地
域
に
お
い
て
重
要
な
存
在
で
し
た
。多
く
の
寺
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
地
域
の
発
展
を
見
越
し
て
、行
徳
に
集
ま
っ

て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

　

行
徳
街
道
に
並
行
し
て
走
る
細
道
は
、「
権ご

ん

現げ
ん

道み
ち

」と
呼

ば
れ
る
寺
町
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
す
。権
現
と
は
徳
川

家
康
公
の
こ
と
。つ
ま
り
、鷹
狩
り
の
た
め
東
金
に
向
か
う

将
軍
が
通
っ
た
道
で
あ
り
、法
泉
寺
で
休
憩
し
た
と
の
記
録

も
あ
り
ま
す
。

　

家
康
を
最
も
喜
ば
せ
た
の
は
、行
徳
に
広
が
る
塩
田
で

し
た
。家
康
は「
塩
は
軍
用
第
一の
品
、領
内
一番
の
宝
で
あ

る
」と
感
嘆
し
、こ
の
地
域
を
天
領
に
し
て
保
護
し
、江
戸

城
に
塩
を
納
め
さ
せ
て
い
ま
す
。施
策
は
二
代
将
軍
秀
忠
、

三
代
将
軍
家
光
に
受
け
継
が
れ
、大
金
を
投
じ「
塩
浜
」が

整
備
さ
れ
ま
し
た
。関
西
か
ら
やって
き
て
塩
田
を
開
発
し

「
塩
焼
」の
製
法
を
伝
え
た
、河
本
弥
左
衛
門
の
よ
う
な
人

物
も
い
ま
し
た
。弥
左
衛
門
は
出
家
し
て
宗
玄
和
尚
と
な

り
慶
長
5
年（
１
６
０
０
）に
法
善
寺
を
建
立
し
て
い
ま

す
。法
善
寺
が
通
称
、塩し

ょ

ば場
寺で

ら

と
呼
ば
れ
る
の
に
は
そ
う
し

た
由
縁
が
あ
り
ま
す
。

　

海
と
川
に
面
し
た
行
徳
地
区
は
、古
く

か
ら
水
運
の
要
と
し
て
栄
え
、長
い
歴
史

と
多
く
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
街
で
す
。

妙
典
、塩
焼
、伊
勢
宿
、湊
・・・と
い
っ
た
歴

史
を
し
の
ば
せ
る
地
名
も
残
っ
て
い
ま
す
。

休
日
は
、寺
町
や
古
道
を
め
ぐ
っ
て
、私
た

ち
の
ふ
る
さ
と
に
流
れ
た
時
間
を
探
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

家
康
が
歩
い
た
権
現
道

船頭との夫婦の契りを信じ、行徳まで追ってき
た江戸吉原の遊女かねは一途な想いもかなわ
ず、この地で亡くなりました。阿弥陀石像はその
生涯を哀れに思い、遊女たちが供養のために
建てたものです。

❹おかね塚

江戸時代初めまで弁財天を祭るお宮があったそうで
す。水田、蓮田が広がる地域に公園が整備され、鎮
守の森が見守るいこいの場になっています。

❶弁天公園

行徳名物だったうどん屋の安政元年（1854）に建て
られた店が残っています。太

お お

田
た

蜀
しょく

山
さ ん

人
じ ん

が書いたと言
われる大看板は歴史博物館に展示されています。

❷笹屋うどん跡

諸大名が江戸に向かうために作られた道で、ところ
どころに昔の面影が残っています。

❸行徳街道

史を刻んだ 川沿いのまち

新春
行徳さんぽ

大正時代の行徳街道（本行徳公民館付近）


