
⑴ 大國魂神社の主な行事
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11 府中市の代表的な行事・伝承

初詣風景

節分祭

くらやみ祭り

秋季祭、くり祭り

酉の市



⑵ 市に関連する主な行事
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郷土の森の梅まつり

府中市民桜まつり

東京競馬場花火大会

商工まつり

よさこいin府中



⑶ 伝承―府中囃子（ばやし）と山車
府中囃子は長い歴史と伝統をもつ府中の郷土芸

能である。目黒流と船橋流の二つの流派があり、

大國魂神社を境にして、西が目黒流、東が船橋流

に分かれている。お囃子が府中に伝わった年代は

はっきりしないが、古くから大國魂神社の祭礼に

奉 納 さ れ て い た よ う で あ る 。1983年 （ 昭 和

58）4月に市の文化財に指定され、その伝承普及は

1966年（昭和41）に結成された「府中囃子保存

会」が行っている。

山車 ( だし ) は現在 21 台あり、古いものは江戸時

代に製作されたものもある。毎年、「大國魂神社例大祭」

「くり祭り」で囃子競演や山車行列が行われている。

⑷ 新しい伝統芸能の創造―武蔵国府太鼓
武蔵国府太鼓は、歴史と伝統に培われたふるさ

と府中に新しい郷土芸能をつくりたいという願い

から創作された。清らかな多摩川の流れを静的に

表現した「多摩川流れ打ち」など、自然・歴史・

風土を盛り込んだ 5 曲で構成されている。伝承

普及のために結成された「武蔵国府太鼓連盟」が

演奏活動と演奏者育成の講習会を行っている。

⑸ 地域史跡の活用―地域おこし「庚申様の夜祭」
庚
こうしんこう

申講とは江戸時代に盛んだった庶民の信仰で、

明治以降、その集まりはなくなってきたが、地域

によっては活性化のために、新たな形で伝統・伝

承を活用する動きもある。
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12 府中市の名所巡り

1
武蔵台遺跡

旧石器
南関東最古級の

石斧出土

2
清水が丘遺跡

縄文
竪穴住居跡

3
日吉町遺跡
（東京競馬場）

弥生
土器の出土

4
修景池

（郷土の森）

弥生
2000 年ハス

5
武蔵府中
熊野神社古墳

古墳
国史跡

上円下方墳

24
下河原鉄道跡

大正・昭和
近代化に関わる

砂利の輸送

23
多磨霊園

大正・昭和
多くの著名人を

埋葬

22
復元建物

（郷土の森博物館）

江戸・明治
旧田中家住宅など

21
竜光寺

江戸
川崎平右衛門

の墓所

20
中河原渡し碑

江戸
市内唯一の公の

関戸の渡し

28
競歩折り返し地点碑

昭和後期
東京オリンピック

27
白糸台掩体壕

昭和前期
戦時中、調布飛行場

の飛行機を隠す

26
東京農工大学
農学部本館

昭和前期
国登録文化財

25
矢部甚五追悼碑
（安養寺）

大正・昭和
府中の農民運動の

第一人者
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25
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➡ ➡ ➡ ➡ ➡
➡➡➡➡➡

➡
➡

➡
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10
陣街道

鎌倉
鎌倉街道の一部。

9
ケヤキ並木
及び源義家像
平安

前九年の役勝利
により寄進

8
六所宮武蔵総社
（大國魂神社）

平安～江戸
多くの宝物

7
武蔵国分僧寺
参道口跡

奈良
国史跡

6
武蔵国府跡
国衙地区

飛鳥～平安
国史跡武蔵国の

政治の中心

15
人見原古戦場碑

南北朝
武蔵野合戦の一つ

14
分倍河原古戦場碑

鎌倉
鎌倉幕府滅亡に

つながる

13
新田義貞像

鎌倉

12
三千人塚の板碑

鎌倉
多摩地方最古の

板碑

11
善明寺

鎌倉
鉄造阿弥陀

如来坐像など

19
甲州街道常久一里塚

江戸
日本橋から７里、

本宿は８里

18
高札場

江戸
お触れなどを
示した場所

17
国司館跡と
府中御殿跡

江戸
江戸初期の

徳川氏の休泊所

16
高安寺

室町
足利氏との

強い結びつき

2

26

28

15
23

27
19

21

3

➡ ➡ ➡ ➡

➡
➡

➡
➡

➡➡➡➡➡➡



多磨霊園は大正時代における東京の急激な膨張・発展により、区内の墓地が不足したこ

とや、都市計画による寺院墓地の郊外移転のため、当時の東京市が現在の府中市と小金井

市の一角に 100ha を買い上げて 1923 年（大正 12）に開設された。その後、1939 年

（昭和 14）に西側に拡張を行い、現在では約 128ha の日本最大級の公園墓地となってい

る。ここには約 50 万人が埋葬（平成 23 年 8 月現在）されているが、その中には数多く

の著名人も含まれている。

広い霊園内には、近代文学者たちの歌碑や記念

碑が点在している。歌人の与
よ さ の

謝野晶
あき

子
こ

の墓所には、

「皐
さ つ き

月よし　野山のわか葉光満ち　末も終りもな

き世の如く」と刻まれた歌
か ひ

碑がある。　　　　　

　また、埋葬者ではないが、現代大衆小説を対象

とした文学賞の一つである直木賞の由来となった

直木三十五の追悼碑もある。

墓域は、園路によって 26 の区域に分けられ、個々の墓所には全て番号がつけられてい

る。著名人の墓所を訪ね歩く際は、「○区○種○側○番」に該当するかを確認することで、

探しやすくなる。どのような著名人が埋葬されているか、確認してみよう。
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1902
1905

1910
 
1919
1920

1924
1920代
1920代

1925

1929

1932

1935

1946～
1965
1970

緯度変化の変動成分ｚ項発見

反戦詩の「君死にたまふことなかれ」発表

米ぬかからビタミンB1を抽出

『有る女』発表　白樺派の小説家

『死線を越えて』出版「日本の聖者」と呼ば

れた社会事業家

築地小劇場を創設　日本新劇界の第一人者

日本の大正期を代表する活動弁士

日本における探偵小説の基盤を築いた

代表作は「くも男」「黄金仮面」

作詞した童謡「からたちの花」が発表される

近代日本を代表する詩人

『太陽のない街』に代表されるプロレタリア文

学作家

作曲した「府中小唄」が発表される　この作

曲家は「てるてる坊主」「シャボン玉」などの

童謡の作曲者として有名

主張していた天皇機関説が軍などによって問

題視されて貴族院議員辞職

漫画「サザエさん」の連載

日本で２人目のノーベル物理学賞受賞者

この年に開催された大阪万国博覧会シンボル

の「太陽の塔」製作者

（ ⑧ ）

（ ⑨ ）

（ ⑩ ）

（ ⑪ ）

（ ⑫ ）

（ ⑬ ）

（ ⑭ ）

（ ⑮ ）

（ ⑯ ）

（ ⑰ ）

（ ⑱ ）

（ ⑲ ）

（ ⑳ ）

（ ㉑ ）

（ ㉒ ）

1903（ ① ）日露戦争に対
して人道主義の立場から非戦

論を唱える

1904（ ② ）連合艦隊司令
長官　日本海海戦を指揮

1916  （ ③ ）「憲政の本義
を説いて其有終の美を済すの

途を論ず」（民本主義）発表

大正デモクラシーを支える代表

的な理論家

1919 26（ ④ ）
国際連盟事務次長 国際平和

に貢献 「太平洋の架け橋」

1936（ ⑤ ）（ ⑥ ）
2 26事件で暗殺される
1941（ ⑦ ）
日米開戦時の連合艦隊司令長

官 真珠湾攻撃を立案

時代 政治関連の出来事 学問・文学・芸術・芸能

明
　
　
　

治

大
　
　
　

正

昭
和
前
期

昭
和
後
期

ア 有島武郎

エ 岡本太郎

キ 北原白秋

コ 鈴木梅太郎

ス 徳川夢声

タ 中山晋平

テ 美濃部達吉

ニ 吉野作造

イ 内村鑑三

オ 小山内薫

ク 木村栄

サ 高橋是清

セ 徳永直

チ 新渡戸稲造

ト 山本五十六

ウ 江戸川乱歩

カ 賀川豊彦

ケ 斎藤実

シ 東郷平八郎

ソ 朝永振一郎

ツ 長谷川町子

ナ 与謝野晶子

〈人名欄〉（区／種／側／番）

（10／ 1 ／ 3 ／10）

（16／ 1 ／17／ 3 ）

（10／ 1 ／ 2 ／ 6 ）

（10／ 1 ／ 7 ／ 8 ）

（ 2 ／ 1 ／ 7 ／48）

（21／ 1 ／ 6 ／ 3 ）

（25／ 1 ／24／ 1 ）

（ 8 ／ 1 ／13／18）

（ 8 ／ 1 ／16／29）

（ 5 ／ 1 ／ 1 ／37）

（23／ 1 ／22／ 7 ）

（ 8 ／ 1 ／ 2 ／16）

（19／ 1 ／24／17）

（ 7 ／ 1 ／ 5 ／11）

（ 7 ／特／ 1 ／ 2 ）

（26／ 1 ／17／ 6 ）

（ 3 ／ 1 ／24／15）

（ 7 ／ 1  ／ 2 ／16）

（ 7 ／ 特 ／ 1 ／ 1 ）

（22／ 1 ／38／ 5 ）

（10／ 1 ／ 4 ／3-1）

（11／ 1 ／10／14）

13 多磨霊園に眠る人々

多磨霊園マップ

与
よ さ の

謝野寛
ひろし

・晶
あき

子
こ

の墓



多磨霊園に眠る著名人の人物業績紹介　　※年号はその出来事のあった西暦年
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1965
1970

緯度変化の変動成分ｚ項発見

反戦詩の「君死にたまふことなかれ」発表

米ぬかからビタミンB1を抽出

『有る女』発表　白樺派の小説家

『死線を越えて』出版「日本の聖者」と呼ば

れた社会事業家

築地小劇場を創設　日本新劇界の第一人者

日本の大正期を代表する活動弁士

日本における探偵小説の基盤を築いた

代表作は「くも男」「黄金仮面」

作詞した童謡「からたちの花」が発表される

近代日本を代表する詩人

『太陽のない街』に代表されるプロレタリア文

学作家

作曲した「府中小唄」が発表される　この作

曲家は「てるてる坊主」「シャボン玉」などの

童謡の作曲者として有名

主張していた天皇機関説が軍などによって問

題視されて貴族院議員辞職

漫画「サザエさん」の連載

日本で２人目のノーベル物理学賞受賞者

この年に開催された大阪万国博覧会シンボル

の「太陽の塔」製作者

（ ⑧ ）

（ ⑨ ）

（ ⑩ ）

（ ⑪ ）

（ ⑫ ）

（ ⑬ ）

（ ⑭ ）

（ ⑮ ）

（ ⑯ ）

（ ⑰ ）

（ ⑱ ）

（ ⑲ ）

（ ⑳ ）

（ ㉑ ）

（ ㉒ ）

1903（ ① ）日露戦争に対
して人道主義の立場から非戦

論を唱える

1904（ ② ）連合艦隊司令
長官　日本海海戦を指揮

1916  （ ③ ）「憲政の本義
を説いて其有終の美を済すの

途を論ず」（民本主義）発表

大正デモクラシーを支える代表

的な理論家

1919 26（ ④ ）
国際連盟事務次長 国際平和

に貢献 「太平洋の架け橋」

1936（ ⑤ ）（ ⑥ ）
2 26事件で暗殺される
1941（ ⑦ ）
日米開戦時の連合艦隊司令長

官 真珠湾攻撃を立案

時代 政治関連の出来事 学問・文学・芸術・芸能

明
　
　
　

治

大
　
　
　

正

昭
和
前
期

昭
和
後
期

ア 有島武郎

エ 岡本太郎

キ 北原白秋

コ 鈴木梅太郎

ス 徳川夢声

タ 中山晋平

テ 美濃部達吉

ニ 吉野作造

イ 内村鑑三

オ 小山内薫

ク 木村栄

サ 高橋是清

セ 徳永直

チ 新渡戸稲造

ト 山本五十六

ウ 江戸川乱歩

カ 賀川豊彦

ケ 斎藤実

シ 東郷平八郎

ソ 朝永振一郎

ツ 長谷川町子

ナ 与謝野晶子

〈人名欄〉（区／種／側／番）

（10／ 1 ／ 3 ／10）

（16／ 1 ／17／ 3 ）

（10／ 1 ／ 2 ／ 6 ）

（10／ 1 ／ 7 ／ 8 ）

（ 2 ／ 1 ／ 7 ／48）

（21／ 1 ／ 6 ／ 3 ）

（25／ 1 ／24／ 1 ）

（ 8 ／ 1 ／13／18）

（ 8 ／ 1 ／16／29）

（ 5 ／ 1 ／ 1 ／37）

（23／ 1 ／22／ 7 ）

（ 8 ／ 1 ／ 2 ／16）

（19／ 1 ／24／17）

（ 7 ／ 1 ／ 5 ／11）

（ 7 ／特／ 1 ／ 2 ）

（26／ 1 ／17／ 6 ）

（ 3 ／ 1 ／24／15）

（ 7 ／ 1  ／ 2 ／16）

（ 7 ／ 特 ／ 1 ／ 1 ）

（22／ 1 ／38／ 5 ）

（10／ 1 ／ 4 ／3-1）

（11／ 1 ／10／14）

（　　）に当てはまる人物を下の人名欄から選んで記号で答えよう。課題

※答えは P.113 にあります。


