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市
川
市
の
今
と
昔

　
昭
和
9
年
に
市
制
施
行
し
た
市
川
市
は
、今
年
の
11
月
3
日（
祝
）に
80
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　
昭
和
か
ら
平
成
の
激
動
の
時
代
の
中
、駅
前
の
開
発
や
市
街
地
の
形
成
な
ど
、誕
生
し
て
か
ら
今
ま

で
、市
川
市
の
街
並
み
は
時
代
に
あ
わ
せ
て
常
に
変
わ
り
続
け
て
き
ま
し
た
。そ
の一方
で
、自
然
、文

化
、地
域
の
催
し
、人
々
の
営
み
な
ど
、昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
も
の
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
時
代
に
あ
わ
せ
て
変
わ
っ
て
い
く
も
の
と
、変
化
す
る
時
代
の
中
に
あ
り
な
が
ら
変
わ
ら
な
い
も

の
。市
川
市
は
そ
の
両
方
を
備
え
て
80
年
を
歩
ん
で
き
ま
し
た
。み
な
さ
ん
は
変
わ
っ
た
景
色
に
驚
き

ま
す
か
。そ
れ
と
も
、変
わ
ら
な
い
景
色
に
驚
き
ま
す
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　  （
広
報
広
聴
課
）

　 JR市川駅北口のロータリーは今も
昔も市民の移動の拠点です。再開
発により、平成22年に駅直結のツイン
タワーのアイ・リンクがオープンしました。
江戸川や市内の景色を始め、東京ス
カイツリーや富士山も見ることができる
この展望施設の来場者は、平成25
年12月に100万人を突破しました。

　

市
川
市
は
、昭
和
9
年
11
月
3
日
に
、市
川

町
・八
幡
町
・
中
山
町
・
国
分
村
の
３
町
１
村
が

合
併
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。いっ
た
い
ど
の
よ
う

に
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

昭
和
の
初
め
ご
ろ
、県
は
東
京
東
部
に
隣
接

す
る
地
域
に
、千
葉
県
の
玄
関
口
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
都
市
の
誕
生
を
望
ん
で
い
ま
し
た
。そ
こ

に
、市
に
な
る
こ
と
で
都
市
計
画
や
独
自
の
事

業
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
始
め
た
地

元
町
村
の
意
向
が
合
致
し
、市
制
施
行
の
実
現

を
後
押
し
し
始
め
ま
す
。

　

昭
和
9
年
に
入
る
と
、町
村
合
併
の
準
備
が

い
よ
い
よ
本
格
的
に
動
き
出
し
ま
す
。合
併
に

向
け
た
準
備
は
概
ね
順
調
に
進
ん
で
い
き
ま
し

た
が
、6
月
に
な
る
と
、新
し
い
市
の
名
前
を

巡
っ
て
、大
き
な
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。

　

新
し
い
市
の
名
前
に
は
、各
町
村
の
名
前
は

使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
決
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。新
市
名
の
候
補
に
上
が
っ
て
い
た
の

は
、「
江
東
市
」、「
東

市
」、「
下
総
市
」、「
北

総
市
」、「
総
府
市
」の
五
つ
で
す
。そ
の
決
定

に
、市
川
町
民
は
大
反
対
。「
総
武
線
秋
葉
原
駅

に
は「
両
国・市
川・千
葉
方
面
」と
い
う
案
内
が

あ
る
な
ど
、市
川
と
い
う
名
称
は
す
で
に一
般
の

人
々
に
な
じ
み
深
い
。上
か
ら
読
ん
で
も
下
か
ら

読
ん
で
も
、右
か
ら
で
も
左
か
ら
で
も
市
川
市
、

こ
れ
ほ
ど
簡
潔
明
瞭
な
市
名
は
他
に
な
い
。市

の
名
前
は「
市
川
市
」に
す
る
べ
き
だ
」と
い
う

理
由
で
す
。他
の
町
村
は
猛
反
発
。話
し
合
い
は

も
つ
れ
て
、一
時
は
合
併
の
実
現
も
危
ぶ
ま
れ
た

ほ
ど
で
し
た
。

　

暗
礁
に
乗
り
か
け
た
合
併
で
す
が
、各
町
村

間
で
何
度
も
何
度
も
協
議
を
重
ね
、よ
う
や
く

9
月
に
市
の
名
称
は「
市
川
市
」、八
幡
町
の

「
薮
知
ら
ず
」よ
り
東
側
の
国
道
沿
い
に
市
役
所

を
設
置
、各
町
村
の
要
望
の
実
現
に
努
め
る
と

い
っ
た
条
件
で
折
り
合
い
が
つ
き
、合
併
へ
の
準

備
が
再
び
動
き
始
め
ま
す
。

　

そ
し
て
、11
月
3
日
、つ
い
に
市
川
市
が
誕
生

し
ま
し
た
。こ
の
時
の
人
口
は
4
万
人
余
り
。県

内
で
は
千
葉
市
・
銚
子
市
に
続
き
３
番
目
の
市

制
施
行
と
し
て
、真
の
都
市
と
な
る
べ
く
市
川

市
の
歩
み
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、大
柏
村
、行
徳
町
、南
行
徳
町
と

合
併
し
、さ
ら
に
埋
め
立
て
に
よ
り
土
地
が
造

成
さ
れ
、市
川
市
は
現
在
の
姿
に
な
り
ま
し
た
。

（
協
力・歴
史
博
物
館
）

　昔の写真では女性が梨ゲタを履
き、現在の写真では金属製の台を
持ってそれぞれ作業をしています。道
具や機械、品種改良など、梨作りの
技術はさまざまに進歩してきました。し
かし、農家の方が上を向き、一つひと
つ心を込めて梨を育てている姿は、
今も昔も変わりません。

▼大正時代ごろ

▶
昭
和
37
年
ご
ろ

市
川
駅
前

梨
畑

「
市
川
市
」を
知
る
〜
市
の
誕
生

大柏村
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埋立造成地
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中山町
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昭和38年～59年埋め立て
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▲昭和30〜40年代

市
制
施
行
80
周
年
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▼大正時代ごろ

　JR本八幡駅北口から千
葉街道に向かう通りは、本八
幡地区のメイン通りのひとつ
です。再開発により、平成25
年にグランドターミナルタワー
本八幡が完成し、昔からある
商店街の歴史を受け継ぎな
がら、中心市街地にふさわし
い魅力ある複合市街地となり
ました。

　市川市指定有形文化財第1号の常夜灯は、1812年
に航路安全を祈願して成田山講中が奉納したもので
す。かつては夜に明かりがともり、道しるべとしての役目も
果たしていたようです。平成21年の常夜灯公園オープン
に伴い現在の場所に設置され、川辺や海辺の街である
行徳地区で、今でも、人々や船を見守っています。

本
八
幡
中
央
通
り

常
夜
灯
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南行徳町
昭和31年合併

▲昭和30年ごろ

昭和42年ごろ▶

江
戸
川
に
か
か
る

京
成
線
鉄
橋

　現在、アイ・リンクタワー展望施設か
らは、京成線鉄橋とともに、JR総武線
の橋梁と市川橋が並んでいる姿を眺
めることができます。これらの橋は、今
も昔も東京と千葉を結ぶ架け橋に
なっています。


