
八王子
は ちお う じ

こどもレファレンスシート 

 

甲州道中
こうしゅうどうちゅう

 

 
 

 市内
し な い

の中央
ちゅうおう

を東西
とうざい

に走
はし

る大
おお

きな道
みち

、国道
こくどう

２０号
ごう

（甲州
こうしゅう

街道
かいどう

）。江戸
え ど

時代
じ だ い

には、甲州
こうしゅう

道中
どうちゅう

と呼
よ

ばれていました。テレビや映画
え い が

の時代劇
じ だいげき

で見
み

るような道中
どうちゅう

シーンが、ここ八王子
は ち お う じ

でも

見
み

られていたのです。わらじをはき、笠
かさ

をかぶり、旅
たび

かっぱをはおった旅人
たびびと

たちが歩
ある

いてい

ました。市内
し な い

には、わずかですが、旧道
きゅうどう

も残
のこ

っています。 

さあ、甲州
こうしゅう

街道
かいどう

について調
しら

べてみましょう。 

 

▲市内
し な い

裏高尾町
う らた かお ま ち

 駒木
こ ま ぎ

野
の

宿
しゅく

の碑
ひ
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江戸
え ど

の五
ご

街道
かいどう

 

天下
て ん か

をとった徳川
とくがわ

家康
いえやす

が、慶長
けいちょう

８年
ねん

（１６０３年
ねん

）江戸
え ど

に幕府
ば く ふ

を開
ひら

くと、日本橋
に ほ ん ば し

を中心
ちゅうしん

に

して道路
ど う ろ

と宿駅
しゅくえき

（街道
かいどう

の便利
べ ん り

なところにあって、宿
やど

や、人
ひと

や荷物
に も つ

を運
はこ

ぶための馬
うま

・かごなど

の乗
の

り物
もの

を用意
よ う い

してあったところ）の整備
せ い び

が進
すす

められました。道路
ど う ろ

の中
なか

でも、５つの主要
しゅよう

道路
ど う ろ

は、江戸
え ど

の五
ご

街道
かいどう

と呼
よ

ばれました。江戸
え ど

と京都
きょうと

をつなぐ東海道
とうかいどう

と中山道
なかせんどう

、江戸
え ど

と日光
にっこう

をつなぐ日光
にっこう

道中
どうちゅう

、宇都宮
う つ のみ や

（栃木県
と ち ぎ け ん

）で日光
にっこう

道中
どうちゅう

からわかれ白河
しらかわ

（福島県
ふくしまけん

）までいく奥州
おうしゅう

道中
どうちゅう

、そして、甲州道中
こうしゅうどうちゅう

です。 

甲州道中
こうしゅうどうちゅう

 

 甲州
こうしゅう

道中
どうちゅう

は、江戸
え ど

の日本橋
に ほ ん ば し

を出発点
しゅっぱつてん

に、八王子
は ち お う じ

、甲府
こ う ふ

を経
へ

て中山道
なかせんどう

と合流
ごうりゅう

する下
しも

諏訪
す わ

まで、道程
どうてい

は約
やく

５３里
り

（２０８．５ｋｍ）、宿
しゅく

数
すう

４５の街道
かいどう

です。最初
さいしょ

は「甲州
こうしゅう

海道
かいどう

」でしたが、

正徳
しょうとく

６年
ねん

（１７１６年
ねん

）海端
うみばた

の道
みち

ではないとの理由
り ゆ う

で、甲州道中
こうしゅうどうちゅう

となりました。明治
め い じ

時代
じ だ い

に

なると道路
ど う ろ

の法令
ほうれい

により国道
こくどう

に指定
し て い

され、後
のち

に甲州
こうしゅう

街道
かいどう

と呼
よ

ばれるようになりました。 

                                 

                                            

 

  

 

 

 武田
た け だ

家
け

の領地
りょうち

でもあった甲州
こうしゅう

は金
きん

の産地
さ ん ち

でもあり、江戸
え ど

のうしろを守
まも

る大切
たいせつ

な所
ところ

とさ

れ、幕府
ば く ふ

が直接
ちょくせつ

治
おさ

める天領
てんりょう

となっていました。また、幕府
ば く ふ

は甲州
こうしゅう

街道
かいどう

を軍用
ぐんよう

道路
ど う ろ

として

重要
じゅうよう

視
し

していたという見方
み か た

もあり、いざというときには、八王子
は ち お う じ

千人
せんにん

同心
どうしん

を引
ひ

きつれて

甲府
こ う ふ

城
じょう

にたてこもり再起
さ い き

を図
はか

ろうとしていたようです。 

甲州
こうしゅう

道中
どうちゅう

を通行
つうこう

した人々
ひとびと

 

参勤
さんきん

交代
こうたい

のために通行
つうこう

した大名
だいみょう

は、高島
たかしま

藩
はん

、高遠藩
たかとおはん

、飯田藩
いいだはん

の３藩
はん

でした。公用
こうよう

通行
つうこう

で

は、他
ほか

には、甲府
こ う ふ

勤番
きんばん

と八王子
は ち お う じ

千人
せんにん

同心
どうしん

がよく利用
り よ う

していたようです。茶壷
ちゃつぼ

道中
どうちゅう

といって、

宇治
う じ

（京都
きょうと

府
ふ

）の茶
ちゃ

を江戸
え ど

城
じょう

に運
はこ

ぶ行列
ぎょうれつ

も見
み

られました。 

商品
しょうひん

経済
けいざい

が発展
はってん

してくると、商品
しょうひん

の運送
うんそう

や庶民
しょみん

の旅
たび

に使
つか

われるようになり、富士
ふ じ

登山
と ざ ん

の富士
ふ じ

講
こう

、身延
み の ぶ

参
まい

りの身延
み の ぶ

講
こう

の人
ひと

たちや、手紙
て が み

などを運
はこ

ぶ飛脚
ひきゃく

などの姿
すがた

が見
み

られました。

残
のこ

された道中
どうちゅう

日記
に っ き

によると江戸
え ど

時代
じ だ い

の人々
ひとびと

は、１日
にち

にほぼ１０里
り

（約
やく

４０km）を歩
ある

いていて、

１日
にち

目
め

のとまり宿
やど

として、八王子
は ち お う じ

宿
しゅく

が利用
り よ う

されていることが多
おお

かったようです。江戸
え ど

から

下
しも

諏訪
す わ

まで約
やく

５～６日間
にちかん

の旅
たび

でした。 

日
本
橋 

下
諏
訪 



市内
し な い

に残
のこ

る旧道
きゅうどう

 

現在
げんざい

の甲州
こうしゅう

街道
かいどう

（国道
こくどう

２０号
ごう

）は整備
せ い び

され、道
みち

も広
ひろ

げられていますが、市内
し な い

にはわずかに

江戸
え ど

時代
じ だ い

の道筋
みちすじ

（旧道
きゅうどう

）が残
のこ

っています。昔
むかし

の旅人
たびびと

になったつもりで歩
ある

いてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．大和田
お お わ だ

町
まち

  甲州
こうしゅう

街道
かいどう

の大和田
お お わ だ

町
まち

の坂
さか

を下
お

りてまもなく斜
なな

め左
ひだり

へわかれる道
みち

。中程
なかほど

に

馬頭
ば と う

観音
かんのん

（馬
うま

の頭
あたま

をした仏像
ぶつぞう

。馬
うま

の病気
びょうき

や安全
あんぜん

を祈
いの

る）が残
のこ

っています。 

 

２．新町
しんちょう

  大和田
お お わ だ

橋
ばし

南詰
みなみづめ

交差点
こ う さ て ん

で国道
こくどう

２０号
ごう

とわかれ北
きた

大通
おおどお

り沿
ぞ

いに約
やく

３５０メートル進
すす

み、市立
し り つ

五中
ごちゅう

交差点
こ う さ て ん

を斜
なな

め左
ひだり

に進
すす

む道
みち

。途中
とちゅう

の竹
たけ

の花
はな

公園
こうえん

には、「一里
い ち り

塚
づか

趾
あと

」という石碑
せ き ひ

がたって

います。一里
い ち り

塚
づか

というのは、江戸
え ど

の日本橋
に ほ ん ば し

を起点
き て ん

として一里
い ち り

（約
やく

４ｋｍ）ごとに作
つく

られた旅人
たびびと

たちの道
みち

しるべのことです。一里
い ち り

塚
づか

は９ｍ四方
し ほ う

もある大
おお

きなもので、榎
えのき

などが植
う

えられました。この

木陰
こ か げ

で旅人
たびびと

たちは、休息
きゅうそく

をとっていたようです。 

 

３．並木
な み き

町
ちょう

  長房
ながぶさ

団地
だ ん ち

入口
いりぐち

の信号
しんごう

を右折
う せ つ

し、約
やく

５０ｍ先
さき

で交差
こ う さ

する左
ひだり

に入
はい

る道
みち

。 

 

４．東浅川町
ひがしあさかわまち

  多摩
た ま

御陵
ごりょう

参道
さんどう

入口
いりぐち

交差点
こ う さ て ん

から２００ｍ程
ほど

西
にし

に進
すす

み、国道
こくどう

２０号
ごう

から右手
み ぎ て

に

わかれる道
みち

。 

 

５．裏高尾
う らた かお

町
まち

  ＪＲ中央
ちゅうおう

線
せん

のガードをくぐり西浅川
にしあさかわ

交差点
こ う さ て ん

で右折
う せ つ

し、駒木野
こ ま ぎ の

のバス停
てい

から

小仏
こぼとけ

峠
とうげ

頂 上
ちょうじょう

に向
む

かう道
みち

。関所
せきしょ

もここにおかれていました。関所
せきしょ

では、役人
やくにん

が通行
つうこう

する人
ひと

や荷物
に も つ

の検査
け ん さ

をしました。特
とく

に、「入
い

り鉄砲
でっぽう

に出女
でおんな

」といって、江戸
え ど

の町
まち

に鉄砲
てっぽう

が入
はい

ること

と、人質
ひとじち

である奥方
おくがた

たちが江戸
え ど

から出
で

ることを、厳
きび

しくとりしまりました。 

旅人
たびびと

は、丸石
まるいし

に関所
せきしょ

手形
て が た

を出
だ

して乗
の

せ、手前
て ま え

の平石
ひらいし

に手
て

をついて頭
あたま

を下
さ

げました。 

（次
つぎ

のページに写真
しゃしん

があります。） 

▼一里塚
いちりづか

跡
あと

 



 

 

 

 

 

 

 

 ひとつのテーマについて調
しら

べる時
とき

、何
なん

冊
さつ

かの本
ほん

を調
しら

べることは、とても大切
たいせつ

なことです。

次
つぎ

にあげる参考
さんこう

文献
ぶんけん

は、図書館
と し ょ か ん

にある本
ほん

の中
なか

で、小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

のみなさんにもわかりやすい

ものです。 自分
じ ぶ ん

で調
しら

べ、まとめてみましょう。市内
し な い

のどの図書館
と し ょ か ん

に所蔵
しょぞう

しているかは館内
かんない

OPAC
オ ー パ ッ ク

で検索
けんさく

、または職員
しょくいん

へおたずねください。 

  ※☆印
じるし

のついているものは、特
とく

に小学生
しょうがくせい

におすすめのものです。 

 

『甲州道中
こうしゅうどうちゅう

』  東京都
とうきょうと

教育
きょういく

庁
ちょう

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

部
ぶ

文化
ぶ ん か

課
か

／編集
へんしゅう

  １９９８年
ねん

 

旧道
きゅうどう

の様子
よ う す

を詳
くわ

しく知
し

るのにおすすめ。 

『甲州道中
こうしゅうどうちゅう

を旅
たび

する』  八王子
は ち お う じ

市
し

郷土
きょうど

資料
しりょう

館
かん

／編集
へんしゅう

  １９９２年
ねん

  

図
ず

や絵
え

や写真
しゃしん

など多
おお

くの資料
しりょう

がのっている。昔
むかし

の旅
たび

の様子
よ う す

がよくわかる。 

☆『郷土
きょうど

みてある記
き

』  八王子
は ち お う じ

市
し

生活
せいかつ

文化
ぶ ん か

部
ぶ

広報
こうほう

課
か

／編
へん

  １９９５年
ねん

 

小学校
しょうがっこう

の先生
せんせい

が、八王子
は ち お う じ

の歴史
れ き し

や関係
かんけい

の深
ふか

い人物
じんぶつ

、動植物
どうしょくぶつ

や事柄
ことがら

を小学生
しょうがくせい

 

にもわかりやすく解説
かいせつ

したもの。 

『今昔
こんじゃく

三道中
さんどうちゅう

独
ひとり

案内
あんない

』  今井
い ま い

金
きん

吾
ご

／著
ちょ

  ２００４年
ねん

 

現在
げんざい

の地図
ち ず

上
じょう

に旧道
きゅうどう

が赤
あか

く表示
ひょうじ

されていて、道筋
みちすじ

がわかりやすい。 

『甲州
こうしゅう

街道
かいどう

七十二
ななじゅうに

景
けい

』  「甲州
こうしゅう

街道
かいどう

七十二
ななじゅうに

景
けい

」画集
がしゅう

刊行会
かんこうかい

／編
へん

  １９９９年
ねん

 

美
うつく

しい絵
え

と解説
かいせつ

で構成
こうせい

されている。 
 

＜街道
かいどう

と旅
たび

についてかかれた児童書
じ ど う し ょ

＞ 

☆『県別
けんべ つ

歴史
れ き し

シリーズ１９ 山梨
やまなし

県
けん

』  山梨
やまなし

県
けん

社会科
し ゃ か い か

研究会
けんきゅうかい

／編
へん

  １９９０年
ねん

 

☆『わたしたちの日本
に ほ ん

１０ ふるさとの商 業
しょうぎょう

と交通
こうつう

』  浅井
あ さ い

得一
とくいち

／著
ちょ

  １９８５年
ねん

 

☆『道
みち

は語
かた

る』  西山
にしやま

妙
たえ

／文
ぶん

  １９７６年
ねん

 

☆『道
みち

の発達
はったつ

とわたしたちのくらし４ 街道
かいどう

と旅
たび

』  神埼
かんざき

宣武
のりたけ

／著
ちょ

  １９８８年
ねん

 

 

 

編集
へんしゅう

・発行
はっこう

  八王子
は ち お う じ

市
し

中央
ちゅうおう

図書館
と し ょ か ん

     平成
へいせい

2３年
ねん

（201１年
ねん

）６月
がつ

    

令和
れ い わ

4年
ねん

（2022年
ねん

）８月
がつ

  改訂
かいてい

 

調
しら

べてみましょう 

 

史跡
し せ き

小仏関
こぼとけぜき

跡
あと

  

手形
てが た

石
いし

と呼
よ

ばれる丸石
まるいし

と 

手付
て つ け

石
いし

と呼
よ

ばれる平石
ひらいし

 

甲州
こうしゅう

街道
かいどう

イチョウ並木
なみ き

 

追分
おいわけ

から高尾駅
たかおえき

北口
きたぐち

までの約
やく

４．２ｋｍの両側
りょうがわ

に続
つづ

く、約
やく

７６０本
ぽん

のイチョウ並木
なみ き

。

昭和
しょうわ

２年
ねん

に多摩
た ま

御陵
ごりょう

の造営
ぞうえい

記念
き ねん

に植
う

えられました。 

日本
に ほん

三大
さんだい

並木
なみ き

のひとつといわれ、八王子
はちおうじ

のシンボルになっています。イチョウは、

昭和
しょうわ

５１年
ねん

(1976年
ねん

)に「市
し

の木
き

」に指定
し て い

されました。 

秋
あき

には黄金色
こがねいろ

に染
そ

まり、いちょう祭
まつ

りが 行
おこな

われています。 


