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灌
かん

漑
がい

用水を通すために、僧の了
りょう

信
しん

と娘
つがに村人が協力して造った堂

どう

ヶ
が

坂
さか

の
切
きり

通
どお

しは、用水が流れていた当時の面
おも

影
かげ

は全くない。現在は真
しん

照
しょう

寺
じ

橋
ばし

も立派
になり、切

きり

通
どお

しは舗
ほ

装
そう

され自動車道路
になっている。

新
しん

編
ぺん

武
む さ し

蔵風
ふ

土
ど

記
き

稿
こう

によると、平
たいらの

将
まさ

門
かど

が
7日間参

さん

籠
ろう

し願
がん

を懸
か

け金色の観
かん

音
のん

様
さま

を
授かった後、勢力を拡大していったとい
う伝説がある。江戸時代までは独立し
た神社で、長

ちょう

福
ふく

寺
じ

が経営管理を任され
ていた。明治42年（1909）に大

おお

熊
くま

杉山神
社に合

ごう

祀
し

された後も、御
ご

神
しん

体
たい

は長
ちょう

福
ふく

寺
じ

本堂で熊
くま

野
の

権
ごん

現
げん

として祀
まつ

られ続けた
が、現在は平成8年に新築された社

やしろ

に
遷
うつ

され安
あん

置
ち

されている。

長
ちょう

福
ふ く

寺
じ

1
曹
そう

洞
とう

宗
しゅう

久
きゅう

松
しょう

山
ざん

長
ちょう

福
ふく

寺
じ

、本
ほん

尊
ぞん

は釈
しゃ

迦
か

牟
む

尼
に

仏
ぶつ

。開山は天
てん

正
しょう

3年5月（1575）。長
ちょう

福
ふく

寺
じ

の成立は、境
けい

内
だい

にある熊
くま

野
の

社
しゃ

の別
べっ

当
とう

寺
でら

としてであった。現在は一大墓苑を
お守りする慈

じ

悲
ひ

に満ちた聖
しょう

観
かん

世
ぜ

音
おん

菩
ぼ

薩
さつ

「福
ふく

寿
じゅ

観
かん

音
のん

」と、境
けい

内
だい

を彩
いろど

る四季の花々
で有名な寺院である。

堂
ど う

ヶ
が

坂
さ か

の切
き り

通
ど お

し3

大
お お

熊
く ま

杉
す ぎ

山
や ま

神
じ ん

社
じ ゃ

7
参道には石の鳥居が3カ所、境

けい

内
だい

には
相当数の欅

けやき

の他、桜と楠
くす

の大木があり、
大
おお

熊
くま

の鎮
ちん

守
じゅ

神
がみ

としての雰
ふん

囲
い

気
き

を感じる。
氏
うじ

子
こ

の崇
すう

拝
はい

はすこぶる篤
あつ

く、五
ご

穀
こく

豊
ほう

穣
じょう

、
家
か

運
うん

隆
りゅう

昌
しょう

、厄
やく

難
なん

消
しょう

除
じょ

の神として霊
れい

験
げん

あ
らたかな尊

そん

神
しん

である。

早
さ

苗
な え

地
じ

蔵
ぞ う

4
西
にし

原
はら

橋
ばし

から南に坂道を登ると、右手の
小高い所に早

さ

苗
なえ

地
じ

蔵
ぞう

尊
そん

が見える。お彼
ひ

岸
がん

には苦労して村に水を引いた先人の
供
く

養
よう

が今も行われている。地
じ

蔵
ぞう

立
りゅう

像
ぞう

に
寛
かん

文
ぶん

2年（1662）と銘
めい

され、念仏供養塔
としては、もっとも古いもの。

折
おり

本
もと

台
だい

と呼ばれる台地のほぼ中央、堂
どう

ケ坂
さか

より東に向かい、大
おお

熊
くま

の集落に通じ
る道と折

おり

本
もと

小学校から南へ行く里道が
台地の中央で交差する付近にある。現在

「折
おり

本
もと

貝
かい

塚
づか

橋
ばし

」が第三京浜道路の上に架
か

けられ、この付近に「折
おり

本
もと

貝
かい

塚
づか

」があった
ことが分かる。

熊
く ま

野
の

社
し ゃ

（長
ちょう

福
ふ く

寺
じ

境
け い

内
だ い
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淡
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島
し ま

神
じ ん

社
じ ゃ

江
え

川
が わ

せせらぎ緑
りょく

道
ど う

9

10

創立の時期ははっきりしないが、明
めい

暦
れき

の頃
（1655〜1658）に、今の場所に祠

ほこら

があり近隣
の人たちが、お参りにいったという。江戸
末期から明治にかけて女

にょ

人
にん

信
しん

仰
こう

の神とし
て崇

すう

敬
けい

され、3月3日の大
たい

祭
さい

には品
しな

川
がわ

の芸
者衆が、列をなして参拝し賑わったという。

東
ひがし

方
がた

町と川
かわ

向
むこう

町の境を流れる江川は、
周辺の都市化が急激に進んだ結果、農
業用水の役目を終え荒

こう

廃
はい

した。しかし、
平成8年（1996）に、都筑水再生センター
の高度処理水が流れるようになると、鮒

ふな

や鯉
こい

などが泳ぐ水路となった。現在は地
域の活動により、桜やチューリップなど
が咲く、都筑の花の名所になっている。

折
お り

本
も と

貝
か い

塚
づ か

8

大
お お

熊
く ま

川
が わ

5
「クマ」は「曲」を意味し、川の流れが大
きく曲

きょく

流
りゅう

している形状をいう。昔は農
用地の大切な灌

かん

漑
がい

用水だった。大
おお

熊
くま

川
沿いの地域は、昔ながらの風

ふ

情
ぜい

を残し、
河
か

岸
がん

の景色が美しい。
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熊
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子
こ

育
そ だ

て地
じ

蔵
ぞ う

尊
そ ん

6
長
ちょう

福
ふく

寺
じ

の門
もん

前
ぜん

地
じ

蔵
ぞう

。8月24日は地
じ

蔵
ぞう

尊
そん

縁
えん

日
にち

。安産・子育て・イボ取りのお地蔵
様として霊

れい

験
げん

あらたかである。縁
えん

日
にち

に
は、地

じ

蔵
ぞう

講
こう

員
いん

による湯茶の接
せっ

待
たい

があり、
子供や女性を中心に多くの人々がお詣

まい

りする。大
おお

熊
くま

地
じ

蔵
ぞう

尊
そん

は明治42年（1909） 
に数か所あった地

じ

蔵
ぞう

尊
そん

を集めて御
み

堂
どう

を
造り安

あん

置
ち

し、昭和57年（1982）に現在の
場所に御

み

堂
どう

が新築された。

天
て ん

文
ぶ ん

元年（1532）の頃、織
お り

本
も と

村（現・折
お り

本
も と

町）の鶴見川沿いの土地は
用水に恵まれず、毎年の干ばつが農民を苦しめていた。そこで堂

ど う

ヶ
が

坂
さ か

に住む了
りょう

信
し ん

という僧が、村人の悲
ひ

嘆
た ん

を見るに堪
た

えず、大
お お

熊
く ま

川の水を
引用するために山を削る作業を始めた。初めは村人は了

りょう

信
し ん

を狂人扱
いしていたが、工事が進むにつれ人手は増え、あるときは全村が一
致して工事に参加した。しかし工事半ばにして、了

りょう

信
し ん

は土砂くずれの
ため圧死してしまった。その後も惨

さ ん

事
じ

は起きたが、了
りょう

信
し ん

の遺
い

志
し

を継い
だ村人により、天

て ん

文
ぶ ん

８年（1539)用水路は完成した。

堂
ど う

ヶ
が

坂
さ か

の用
よ う

水
す い

路
ろ

大正11年頃の切通し
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