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武蔵野にまつわる歴史を楽しみながら学ぶ

百
貨
店
が
生
ん
だ
死
角
に

突
如
現
れ
た
風
俗
街

　
「
昭
和
30
年
代
の
吉
祥
寺
本
町
の
駅
周

辺
地
域
は
小
さ
な
お
店
と
住
宅
や
ア
パ
ー

ト
が
た
く
さ
ん
あ
り
、路
地
に
は
子
ど
も

た
ち
が
走
り
回
っ
て
い
ま
し
た
よ
」

　

こ
う
語
る
の
は
吉
祥
寺
東
部
地
区
街
づ
く

り
協
議
会
の
会
長
を
務
め
る
近
藤
渓
子
さ

ん
で
す
。静
か
な
街
だ
っ
た
こ
の
地
域
が
変
わ

り
始
め
た
の
は
昭
和
46（
１
９
７
１
）年
の
こ

と
。吉
祥
寺
駅
南
口
の
末
広
通
り
と
五
日
市

街
道
を
結
ぶ
吉
祥
寺
大
通
り
が
開
通
し
ま

し
た
。昭
和
49（
1
9
7
4
）年
に
は
通
り
沿

い
に
近
鉄
百
貨
店
が
オ
ー
プ
ン
。現
在
の
ヨ
ド

バ
シ
カ
メ
ラ
の
場
所
で
す
。百
貨
店
の
東
側
の

地
域
は
、大
通
り
か
ら
は
死
角
に
な
り
、「
近

鉄
裏
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
突
然
、あ
や
し
い
風
俗
店
が
一
気
に
増
え

て
し
ま
っ
た
の
で
す
」
と
、近
藤
さ
ん
が
回
想

す
る
よ
う
に
、近
鉄
百
貨
店
が
開
店
し
て
か

ら
わ
ず
か
２
年
の
間
に
風
俗
店
が
乱
立
し
、

そ
の
街
の
移
り
変
わ
り
の
速
さ
に
地
元
住
民

は
対
応
で
き
な
い
状
態
で
し
た
。

　

風
俗
店
を
一
掃
す
る
た
め
に
立
ち
上
が
っ

た
の
は
市
全
域
の
住
民
で
し
た
。
昭
和
51

（
１
９
７
６
）
年
に
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場
が
開
店

す
る
と
い
う
情
報
が
入
る
と
、P
T
A
や
市

議
会
議
員
な
ど
が
店
を
監
視
し
、わ
い
せ
つ

な
シ
ョ
ー
を
行
っ
た
現
場
に
踏
み
入
っ
て
営
業

を
差
し
止
め
ま
し
た
。こ
の
時
期
に
結
成
さ

れ
た
の
が
環
境
浄
化
推
進
市
民
委
員
会
で

す
。会
員
は
、地
域
の
P
T
A
や
本
宿
地
区

青
少
年
問
題
協
議
会
、町
会
、有
志
の
個
人

で
す
。
長
年
、事
務
局
を
務
め
て
き
た
原
利

子
さ
ん
は
、「
地
域
の
人
た
ち
が
抗
議
す
る

と
逆
に
嫌
が
ら
せ
を
受
け
ま
す
。全
市
的
な

問
題
と
し
て
と
ら
え
、表
向
き
本
町
外
の
住

民
が
事
業
者
に
対
抗
す
る
体
制
を
整
え
た

の
で
す
」
と
結
成
の
理
由
を
語
り
ま
す
。

　
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場
の
進
出
は
食
い
止
め
た
も

の
の
、な
お
90
軒
に
お
よ
ぶ
風
俗
店
が
あ
り
、

昭
和
50
年
代
半
ば
に
は
3
つ
の
ラ
ブ
ホ
テ
ル

が
建
設
を
開
始
。市
民
委
員
会
は
、事
業
者

昭
和
40
年
代
の
終
わ
り
、
大
手
百
貨
店
が
次
々
と
進
出
し
、
吉
祥
寺
は
大
き
く

変
貌
を
遂
げ
て
い
き
ま
す
。
若
者
文
化
が
盛
り
上
が
り
、
商
業
地
と
し
て
の
魅

力
が
増
す
一
方
で
、
近
鉄
百
貨
店
（
当
時
）
の
裏
手
に
は
新
宿
・
歌
舞
伎
町
に
も

並
ぶ
と
言
わ
れ
た
一
大
歓
楽
街
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
現
在
の
街
並
み
か

ら
は
想
像
が
で
き
な
い
悪
化
し
た
環
境
を
浄
化
し
て
い
っ
た
の
は
市
民
で
し
た
。

市民が団結して立ち向かった
吉祥寺本町「近鉄裏」浄化運動
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と
交
渉
し
、ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
と
し
て
営

業
を
す
る
約
束
を
取
り
付
け
ま
し
た

が
、約
束
は
継
続
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

市
民
の
働
き
か
け
で
制
度
を
整
え

風
俗
店
の
新
設
を
許
さ
な
い

　
「
法
律
的
な
裏
付
け
が
な
け
れ
ば
、

何
も
で
き
な
い
と
痛
感
し
ま
し
た
。そ
こ

で
、市
民
に
よ
る
条
例
制
定
の
直
接
請

求
運
動
が
始
ま
っ
た
の
で
す
」（
原
さ
ん
）

　

昭
和
57（
１
９
８
２
）年
11
月
、市

民
委
員
会
と
市
民
は
、法
律
専
門
家

の
協
力
を
得
な
が
ら「
風
俗
産
業
公

害
に
関
す
る
条
例
案
」を
作
成
し
、約

１
万
名
の
署
名
と
と
も
に
武
蔵
野
市

に
直
接
請
求
を
行
い
ま
し
た
。市
議

会
で
は
、議
員
任
期
満
了
に
伴
い
審
議

未
了
、廃
案
と
な
っ
た
も
の
の
、昭
和
58

（
１
９
８
３
）年
10
月
に
市
長
提
出
の

　戦後、吉祥寺本町の駅周辺地域で
は小さな商店が多かったが、昭和40年
代半ばから店舗として賃貸を始め、風
俗店が次 を々進出。

議
案
と
し
て「
武
蔵
野
市
環
境
浄
化
に
関

す
る
条
例
」と「
武
蔵
野
市
旅
館・レ
ン
タ
ル

ル
ー
ム
規
制
条
例
」が
可
決
、翌
年
施
行
さ

れ
、ホ
テ
ル
の
新
規
建
設
を
事
実
上
禁
止
す

る
地
区
が
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、市
民
委
員
会
と
P
T
A
、青
少

年
問
題
協
議
会
は
、図
書
館
新
設
要
望
団

体
と
も
連
携
を
取
り
な
が
ら
図
書
館
の
設

立
運
動
を
始
め
ま
し
た
。「
風
俗
営
業
等
の

規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
」で
は
、文
化
施
設
か
ら
２
０
０
m
以
内

で
は
風
俗
店
を
新
設
で
き
な
い
規
制
が
あ

り
、こ
れ
を
こ
の
地
域
に
適
用
す
る
た
め
で

す
。合
計
11
件
の
請
願
書
が
市
議
会
に
提

出
さ
れ
、昭
和
62（
１
９
８
７
）年
11
月
、吉

祥
寺
図
書
館
の
開
設
に
至
り
ま
し
た
。そ
の

後
、活
動
の
効
果
と
景
気
の
後
退
も
あ
り
、

風
俗
店
は
減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

近
藤
さ
ん
、原
さ
ん
は
異
口
同
音
に
、今

こ
そ
吉
祥
寺
本
町
地
域
に
は
明
る
い
ま
ち

づ
く
り
が
大
切
だ
と
語
り
ま
す
。

　
「
若
い
人
た
ち
が
小
さ
く
て
も
元
気
な
店

を
開
き
、働
く
マ
マ
た
ち
が
子
ど
も
を
預
け

ら
れ
る
施
設
、医
療
施
設
が
で
き
れ
ば
風
俗

店
も
出
て
い
く
で
し
ょ
う
」（
近
藤
さ
ん
）

　
「
吉
祥
寺
本
町
地
域
は
駅
に
近
く
て
利

便
性
が
高
い
の
で
、人
気
の
エ
リ
ア
に
な
る
は

ず
。
浄
化
運
動
は
、こ
の
エ
リ
ア
が
、良
質
な

に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
し
た
と
き
に
完
了
す

る
で
し
ょ
う
。」（
原
さ
ん
）

　市民委員会は、市や警察に防犯カメラの設
置や取り締まりを積極的に訴えかけました。今
では、風俗店は数軒ほどにまで減りましたが、
依然、監視は必要だといいます。現在も14台
のカメラが稼働し、市民の安全を見守ってい
ます。

今

　昭和61年当時の「近鉄裏」の地図。風俗店
がひしめき、客引きや女性店員の勧誘が横行
し、女子大生が店で働くよう無理やり誘われる
被害も発生。成田空港に着いた外国人でもタク
シーで「キンテツウラ！」と言えば通じるほどの歓
楽街だったといいます。

昔

むさしの今昔物語
〜「近鉄裏」40年の移り変わり〜

近藤渓子さん
PTA活動を皮切りに浄化運動
に参加し、今も東部地区の街づ
くりに熱心に取り組む。

原利子さん
環境浄化ニュースの編集も担当
し、30年以上にわたり運動の情報
を発信し続けてきた。

昔のパトロール
活動の最盛期には市民委員会の会員は150名に。横断幕
を広げ、環境浄化推進をアピールしました。

今のパトロール
平成22年から歳末特別環境浄化推進パトロールが復活。
各団体の代表が市民の安全のためにパトロールを実施して
います。


