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（2頁続き） 出川健・石川慶蔵・栗谷佳蔵」

の6名（市会議員定数の増加）へと変更にな

りました［１１］。なお、加藤や斎藤などはこの

選挙でも再選を果たしていますが、なぜだか

委員が総入れ替えとなっています。所属会

派 の 問 題

など、要因

はさまざま

考 え ら れ

ますが、委

員として正

式 に 名 前

を 残 し た

の は 後 者

の6名でした。残念ですが、初期の5名は、少

なくとも都市計画という文脈からはこぼれ落

ちた「幻の都市計画委員」となってしまったの

です。 

 こうした紆余曲折を経て、昭和3年12月

26日、第1回都市計画神奈川地方委員が開

催されました。当日は池田会長による演説か

らはじまり、その後は委員会の規則等が全

会一致で議決されますが、この委員会の熱

い議論は次回以降に紹介したいと思いま

す。 

 

≪参考文献≫ 

［１］都市計画法（昭和四十三年法律第百号）。 

［２］中邨章「大正八年・都市計画法再考―都市計

画区域と都市計画委員会の政治的断面―」（『政

経論叢』49巻1号、1980）。 

［３］池田宏「川崎市と其都市計画に就て」（都市研

究会編『都市計画必携』（同、1928））。 

［４］川崎市計画局都市計画部都市計画課編『川

崎の都市計画』（同、1966）。 

［５］前掲、註４。 

［６］「田島校の市政講座終了」（『横浜貿易新報』

第九千七百二号、昭和3年2月16日）。 

［７］「市街建築物法講演会」（『横浜貿易新報』第

九千七百四十号、昭和3年3月25日）。 

［８］「川崎都市計画案 区域別略定まる」（『横浜貿

易 新報』第 九千七 百四 十八 号、昭 和3年4月2

日）。 

［９］前掲、註８。 

［１０］「手持無沙汰の都市計画委員」（『横浜貿易

新報』第九千八百八十四号、昭和3年8月16日）。 

［１１］『都市計画神奈川地方委員会議事要録 第

一号』（都市計畫神奈川地方委員會、1931） 。 

市民ワークショップ「みんなで魅力的な

記念市史を作ろう！」を開催しました！ 

 令和7（2025）年1月～2月に全3回の日

程で、市民ワークショップを開催し、新しいか

たちのかわさき市史の内容や書名に関する

さまざまなアイデアを市民のみなさんから募

ることができました。市政だよりなどを通じて

参加者を募集し、市内各区より20代～70

代の幅広い年齢層の市民15名にお集まりい

ただきました。 

 書名につながるキャッチコピーや、本のテー

マ史の企画案を発表いただくなど、ワーク

ショップを通じて参加者のみなさんから数多

くの貴重で有意義なアイデアをいただくこと

ができました。これらアイデアをもとに、新し

いかたちの川崎

市史のコンテン

ツ を、さ ら に 面

白いものにして

いきます！ 

第3回編集懇談会を福田紀彦市長が視

察しました！ 

令和7（2025）年3月6日、川崎市役所会議

室で第3回編集懇談会を開催しました。今回

の懇談会では編集懇談会やワークショップ

の意見をふまえて作成した新しいかたちの

川崎市史の「構成案（目次案）」と、「市民へ

の情報発信」について議題として意見交換

いただきました。 

また意見交換の様子を福田市長が視察さ

れ、「やはり、『知って関わってもらう』ことが

大切です！ 川崎の魅

力を再発見できるよう

な本を作っていきたい

です。」とご挨拶いただ

きました。  

新しいかたちの川崎市史（川崎の歴史

の本）の構成案が決定しました！ 

 市民向けアンケートでの3,000件を超える

回答や、編集懇談会での２回にわたる意見

交換、市民ワークショップでのさまざまなアイ

デア出しを取り入れながら、令和7年4月に

「川崎の歴史の本」の構成案が決定し

ました。今後、この構成案に沿って資料

収集や取材、記事作成等を進めていき

ます。 

（詳細はＱＲコードから

ホームページにアクセスして

ご覧ください。） 

 

第4回編集懇談会を開催しました！ 

令和7（2025）年4月22日、川崎市総合自

治会館で第4回編集懇談会を開催しました。

今回からは、決定した構成案（目次案）をも

とに、本の内容についてさら

に詳しいアイデアを出し合い

ました。 

 1つ目の議題は、構成の『川

崎市の、わた史 〜人からわ

かる川崎の歴史〜』について

です。各区で活躍する市民への取材を通し

て、川崎の歴史や文化を深掘りするセンテン

スです。委員からは取材先の候補を数多く

ご紹介いただきました。 

 ２つ目の議題は、構成の『地図で感じる 歩

きたくなる川崎史」についてです。このセンテ

ンスでは本を持って街歩きをしたくなるよう

な内容を目指しています。編集懇談会では、

川崎をよく知る委員が「推しスポット」や「推

しコース」を紹介し合いました。 

（オススメコースをいくつか紹介しています。

ＱＲコードからホームページにアクセスして

ご覧ください。） 

 

 

古文書講座 

テキスト販売中 

 

公文書館では過去に開催された古

文書講座のテキスト（1冊500円）

を窓口にて販売しております。 

販売しているのは、平成28-令和7

（2016-24）年度にかけて開催さ

れた古文書講座のテキスト・解答

となります。お立ち寄りの際は、

窓口にてお気軽におたずねくださ

い。 

新しいかたちの川崎市史（川崎の歴史の本）の 
 出来上がっていく様子等を情報発信していきます！！  

『川崎市制一班 川崎市助役 横山三佐二述』朝日商
会謄写印刷部納、［1928年］。 
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（4頁から続く） 鉄工所」という）が落札し、

昭和１１年（１９３６）６月２２日に工事請負契約

を締結しました。 

 起工は同年７月１日で、現在の本庁舎敷地

（旧川崎尋常高等小学校敷地）で建築を始

めましたが、その秋ごろより資材費が高騰し

始め、とどまる事の無い諸経費の高騰に伴

い、㈱直喜鋳鉄工所は関係業者５０数社の

ほぼ全社から、物価高騰と品不足を理由に

工費増額を求められ、応じられない場合は

工事中止せざるを得ない状況となります。 

 当時の状況については「例えば、石材の購

入費は最初18,100円の約束でしたが、業者

から36,000円の要求を受け、市の指定品

で専属販売のため止むを得ず26,800円に

増額しても、ことごとに（納品は）遅れがち

で、最終で工事を終えたような実情であり、

他（の資材）についてもご類察できると思い

ます。」と記録されています。 

 工事中止を避けるため、㈱直喜鋳鉄工所

の直喜安二郎社長は、昭和１２年（１９３７）５

月２６日、市及び市会議あてに工事請負費の

増額の嘆願書を提出します。これは常時市

会全員協議会にも報告され、市議会議員全

員が苦しい状況を理解し、市に調査を一任

し、工事費の増額については工事完成後に

決する事となりました。 

 この間、医師からは激務を避けるように注

意を受けていた直喜社長でしたが、これを意

に介することなく工事完成に向けて奮闘し続

け、昭和１２年（１９３８）７月３１日の上棟式を

前にした６月２３日、建設現場で部下を督励

中に倒れ、亡くなってしまいます。 

 さらに昭和１２年（１９３７）７月に勃発した日

中戦争により資材費・労務費

等が暴騰し、工事の進捗は大

きな困難を迎えます。しかしな

がら、残された社員はその遺

志を継いで、止まることなく工

事を継続し、遂に工事を完成

させます。 

 昭和１３年（１９３８）２月１０日

の竣工式では、芝辻市長から

㈱直喜鋳鋼鉄工所あてに「着

工当初より拮据勉励（きっきょ

べんれい、仕事につとめ

て励むこと）、その間、重

大時局の影響により幾

多の困難に遭遇したる

もよくこれに耐え、つい

にその功を竣えたり（お

えたり、工事を終わらせ

た）、そ の 劬 功（く こ う、

苦労して働いて成し遂

げた立派な仕事）はまことに大なりと言

うべし、よってここに感謝の意を表す」

との感謝状が贈呈されました。 

 完成した市庁舎は、鉄筋コンクリート造の

玄関車寄せ部分以外は全て白色磁器タイル

貼りで、「ひとつは庁舎の目標とし、ひとつは

防空警護の用に供するがためなり」とされた

８階建て相当の時計塔を備えたシンプルか

つモダンなデザインの建物でした。 

 昭和１６年（１９４１）、太平洋戦争が開戦する

と、市庁舎には高射砲部隊の本部が置か

れ、屋上や敷地内には兵舎が作られ、白色

の壁面にも防空迷彩が施されました。時計

台は防空監視廠とされ、青年学校の生徒が

監視廠員として、２４時間体制で敵国航空機

の監視にあたりました。 

 昭和２０年（１９４５）４月１５日の川崎大空襲

では、夜１０時３分の空襲警報発令により当

直の森田宗作第二助役と職員３０数人が参

集し、市庁舎への延焼を防ぐために必死の

消火活動を行い、本庁舎と道路を挟んだ水

道部庁舎はかろうじて焼失を免れました。し

かしながら、市役所周辺の家屋は猛火に包

まれ、火災から避難してきた多くの人達で市

庁舎の地下室は一杯になりました。 

 戦後は人口増に伴う行政機能の拡

充のため、昭和２５年（１９５０）には２

階建ての東館部分を２階建てから３

階建てに増築し、昭和３４年（１９５９）

には３階建ての本館部分を４階建て

に増築するとともに北側にも庁舎を

増築し、平成２８年（２０１７）まで使用

されましたが、耐震性能が著しく不

足していたため建て替えをすること

とし、平成２９年（２０１７）に一旦解体されまし

たが、令和５年（２０２３）６月、竣工当時の姿

を復元した「復元棟」として新築されました。  

 復元棟の建築ではできるだけ旧本庁舎建

築当時の部材を再利用、（６頁に続く） 

  

竣工時の市本庁舎（白黒写真を着色、川崎市庁舎管理課所蔵）  

空襲による焼失を免れた市本庁舎（白黒写真を着色、川崎市平和館所蔵）  

市本庁舎の防空迷彩パターン図（増築工事立面図を参考に作図、着色）。 

建設工事中の市本庁舎。左から２人目が直喜安二郎社長。（川崎市公文書館所
蔵） 
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★ 川崎市
か わ さ き し

の美術品・工芸品、歴史的
び じゅ つひん  こう げいひん  れき し て き

な史料
し り ょ う

を 数多
かずおお

く 収蔵
しゅうぞう

し て い る ミ ュ ー ジ ア ム、

川崎市市民
か わ さ き し し み ん

ミュージアムはどのようにして生
う

まれた施設
し せ つ

なのかな？  

★公文書館
こうぶん しょかん

に行って『川崎市市民
か わ さ き し し み ん

ミュージア

ム 誕生
たんじょう

をめぐって』（川崎市市民
か わ さ き し し み ん

ミュージア

ム、2024年）『KAWASAKI CITY MU-

SEUM 市民
し み ん

ミ ュー ジア ム 総合図録
そ う ご う ず ろ く

』（

川崎市市民
か わ さ き し し み ん

ミュージアム、1988年）をはじ

め、開館当時
か い かん と う じ

の資料、企画展図録
き か く て ん ず ろ く

などから、

誕生
たんじょう

の様子
よ う す

や取組
と りくみ

を調
しら

べてみよう！ 

★川崎市
か わ さ き し

は1975年
ねん

から毎年市民
ま い と し し み ん

に向
む

け

てアンケートを取
と

っているよ。アンケートで

は、どんなことを聞
き

いて、みんなはどう答
こた

え

ているのかな？ 

★『川崎市民意識実態調査報告書
かわ さ き し み ん い し き じ っ た いち ょ う さ ほ う こく し ょ

』『かわ

さき市民
し み ん

アンケート』を読
よ

んでみよう。時代
じ だ い

によって変化
へ ん か

はあるのかな？ 

★川崎市
か わ さ き し

はどんな取組
と りくみ

をしてきたのかな？ 

★『かわさきの大気
た い き

・

水環境
みずかんきょう

の あ ゆ み』を

読
よ

んで、まとめてみよ

う！ 『か わ さ き の

大気・水環境
たいき みずかんきょう

の あ ゆ

み』はネットでも見
み

ら

れるよ。 

 

 

 

★自分
じ ぶ ん

の通
かよ

っている小学校
しょうがっこう

／通
かよ

った小学校
しょうがっこう

はどんな学校
がっこう

なのかな？  

★公文書館
こうぶんしょかん

には学校
がっこう

の記念誌
き ね ん し

がたくさんあ

るよ。どんな歴史
れ き し

があるのか、調
し ら

べてみよ

う！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★公文書館
こうぶんしょかん

に行
い

って『KAWASAKI IN-

TERNATIONAL ASSOCIATION 

1989-1998 10年
ねん

のあゆみ』 

（川崎市国際交流協会
かわさきしこくさいこうりゅうきょうかい

、1999年
ねん

）や『市政
し せ い

だ

よ り』を

み て、で

きた理由
り ゆ う

やうつり

変
か

わりを

調 べ て

みよう！ 

 

 

 

 

★ 公文書館
こうぶんしょかん

は、

初代市長
し ょだいし ちょう

の 石 井 泰 助

（いしい たいすけ）の

展示
て ん じ

もあるよ。どんなこ

とをやった人
ひと

なのか、調
し ら

べてみよう！ 

★Ｊ Ｒ 南武線
な ん ぶ せ ん

、 東海道線
とうかいどうせん

、 京浜東北線
けいひんとうほくせん

、

横須賀線
よ こ す か せ ん

、武蔵野線
む さ し の せ ん

、小田急線
お だ き ゅ う せ ん

、東急線
とうきゅうせん

など

など、川崎市
か わ さ き し

にはほかのまちに比
く ら

べて、たく

さんの電車
でんしゃ

が走
はし

っているのを知
し

ってるよね。 

★ 公文書館
こうぶんしょかん

の 川崎書籍
かわさきしょせき

コ ー ナ ー に は、『

南武線
な ん ぶ せ ん

 いま むかし』（原田勝正著、多摩川

新 聞 社、1999

年）、川崎市電
か わ さ き し で ん

につ

い て は『

川崎市電物語
かわさきしでんものがたり

』（原

田昌司、秀英社出

版、1992年）な ど

も置
お

いているよ。 

★市
し

バスについて

は『市政
し せ い

だより』の

前身
ぜんしん

『市政時報
し せ い じ ほ う

』に

も載
の

っているよ。 

しらべ学習
がくしゅう

ポイント④ 

～分
わ

かりやすく書こう！～ 

⇒調
し ら

べたことを、自分
じ ぶ ん

があとで読
よ

んでわかりや

すいように、まとめてみよう。 

⇒5W1H（５ダブリュー１エイチ）というように

書
か

いていくと、きれいにまとまるよ。 

しらべ学習
がくしゅう

ポイント⑤ 

～5W1H（５ダブリュー１エイチ）？～ 

⇒5W1H（whenいつ/whereどこで/whoだ

れが/whatなにを/whyなぜ/howどのよう

に）は調
し ら

べたことを「まとめ」るときのコツ。 

⇒調
し ら

べたことを「まとめる」とき、「いつ」「どこ

で」「だれが」「なにを」「なぜ」「どのように」した

のかを、わかることから書いてみると、だれか

に話したり、発表
はっぴょう

したりするときに、わかりやす

いよ。 

ただ「なぜ」「どのように」を調べるのはとても

むずかしいよ！！ 

しらべ学習
がくしゅう

ポイント⑥ 

～資料
しりょう

をみせよう！～ 

⇒字
じ

で書
か

いただけだとよくわからないもの

は、写真
しゃしん

をとったり、コピーしたりしていっ

しょにとっておくと、わかりやすくなるよ。絵
え

を書
か

いてもよいかも。 

⇒探
さが

していたものを見
み

つけたときは、名前
な ま え

もいっしょに書
か

いておこう。 

⑩自分
じ ぶ ん

の学校
がっこう

って、どんなとこ
ろ？ 

⑦市民
し み ん

ミュージアムって、どんな

建物
たてもの

かな？ 

⑧川崎市
か わ さ き し

からのアンケート？  

⑨空気
く う き

や水
みず

をきれいにするため

に、川崎市
か わ さ き し

は、どんなことをしてい
るかな？ 

⑪ 国際交流
こくさいこうりゅう

っ て？ 川崎市
か わ さ き し

に は

国際交流
こくさいこうりゅう

センターという建物
たてもの

があ

るよ？ どんな建物
たてもの

だろう？ 

⑫川崎市
か わ さ き し

の初代市長
しょだいしちょう

って、どんな人？ 

⑬南武線（なんぶせん）っていつ
からあるの？ バスは？ 

  の自由研究 
じゆうけんきゅう 

特 集
とくしゅう

 ②   

『市政だより』No.637、1994年10月、1面参照。 
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