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武
蔵
野
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ

人
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
暮
ら

し
と
共
に
生
き
て
き
た
木
々
で
す
ね
」。

　

例
え
ば
、樹
齢
約
３
０
０
年
と
推
定
さ

れ
る「
源
正
寺
の
イ
ヌ
ツ
ゲ
」は
、江
戸
時

代
に
源
正
寺
が
創
建
さ
れ
た
際
に
植
栽
さ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ヌ
ツ
ゲ
は

日
本
庭
園
に
な
じ
み
深
い
樹
種
で
、こ
の

「
源
正
寺
の
イ
ヌ
ツ
ゲ
」も
、鑑
賞
樹
と
し

て
丁
寧
に
手
入
れ
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

「
竹
内
家
の
カ
キ
の
木
」は
、
推
定
樹
齢

２
９
０
年
の
樹
勢
旺
盛
な
巨
木
。
江
戸
時

代
の
新
田
開
発
時
に
苗
木
を
植
栽
し
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

「
武
蔵
野
の
自
然
」と
い
え
ば
国
木
田
独

歩
が
著
し
た『
武
蔵
野
』の
雑
木
林
を
思

い
浮
か
べ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

人
と
共
に
歩
ん
で
き
た

武
蔵
野
市
の
名
木

　

か
つ
て
の
武
蔵
野
台
地
は
水
利
が
悪

く
、農
作
物
な
ど
の
実
り
の
乏
し
い
地
域

で
し
た
。
江
戸
時
代
に
玉
川
上
水
が
開
通

し
て
新
田
開
発
が
進
む
と
、広
大
な
農
地

が
で
き
、
五
日
市
街
道
沿
い
に
は「
西
窪

村
」や「
吉
祥
寺
村
」と
い
っ
た
集
落
が
誕

生
。
大
正
12
年
の
関
東
大
震
災
を
機
に
、

さ
ら
に
多
く
の
人
が
移
り
住
む
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
現
在
武
蔵
野
市
内
に
は
、市

や
東
京
都
が
天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
す

る
見
事
な
樹
木
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ら
の
樹
木
に
は
、当
時
江
戸
か
ら
移
り
住

ん
だ
人
た
ち
の
庭
先
を
彩
っ
て
い
た
庭
木

も
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

 

「
地
域
の
樹
木
の
性
質
と
住
む
人
と
の
関

わ
り
方
を
見
て
い
る
と
、土
地
の
性
質
が

見
え
て
き
ま
す
」と
語
る
の
は
、
樹
木
の

専
門
家
と
し
て
市
の
文
化
財
保
護
委
員
も

務
め
る
、東
京
農
業
大
学
の
濱
野
周
泰
教

授
。「
計
画
的
に
市
街
地
の
造
成
を
進
め

た
武
蔵
野
市
は
、比
較
的
新
し
く
つ
く
ら

れ
た
ま
ち
。
天
然
記
念
物
と
な
っ
て
い
る

樹
木
も
自
然
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、

吉祥寺に移転した大正13年当時の成蹊学園の様子。正面の建物は本館で、その手前
両脇に見えるのが植栽されたばかりのケヤキ並木。（写真提供：成蹊学園史料館）

市
内
に
は
歴
史
の
あ
る
樹
木
が
い
く
つ
も

存
在
し
ま
す
。今
回
は
そ
の
中
で
も
、

市
や
都
、国
が
文
化
財
と
し
て
指
定
し
た

樹
木
を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。

市
内
に
残
る

樹
木
の
歴
史

が
、そ
の
書
き
出
し
に
あ
る「
”武
蔵
野
の

俤お
も
か
げは

今
わ
ず
か
に
入
間
郡
に
残
れ
り
“
と

自
分
は
文
政
年
間
に
で
き
た
地
図
で
見
た

こ
と
が
あ
る
」と
い
う
記
述
な
ど
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、か
つ
て
の
武
蔵
野
は
多

摩
川
と
入
間
川
、荒
川
に
囲
ま
れ
た
長
方

形
の
台
地
を
指
し
て
お
り
、さ
ら
に
平
安

時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、関
東
平
野
を

含
め
た
広
大
な
平
原
を「
武
蔵
野
」と
称

し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
市
内
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
樹

木
の
中
に
は
、雑
木
林
で
よ
く
見
ら
れ
る

ケ
ヤ
キ
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
冬
の
北
西

風
を
遮
る
た
め
の
防
風
林
と
し
て
、
ま

た
、貴
重
な
燃
料
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
ケ

ヤ
キ
で
す
が
、「
高
橋
家
の
大
ケ
ヤ
キ
」と

「
成
蹊
学
園
の
ケ
ヤ
キ
並
木
」は
、ど
ち
ら

も
そ
の
端
正
な
樹
形
を
愛
で
る
た
め
に
鑑

賞
樹
と
し
て
植
え
ら
れ
ま
し
た
。「
高
橋

家
の
大
ケ
ヤ
キ
」は
根
元
の
周
囲
が
約
４・

９
m
、屋
敷
林
の
１
本
と
し
て
植
え
ら
れ

ま
し
た
。「
成
蹊
学
園
の
ケ
ヤ
キ
並
木
」は
、

成
蹊
学
園
が
池
袋
か
ら
吉
祥
寺
に
移
転
し

た
際
、学
園
設
計
者
の
三
菱
地
所
株
式
会

社
が
教
職
員
・
生
徒
ら
と
と
も
に
６
０
０

m
に
わ
た
っ
て
植
栽
。
武
蔵
野
台
地
の
特

色
で
あ
る
と
同
時
に
、「
す
く
す
く
と
生

徒
が
育
っ
て
ほ
し
い
」と
い
う
学
園
の
教

育
方
針
を
象
徴
す
る
樹
木
と
し
て
、ケ
ヤ

キ
が
選
ば
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

取材・文：藤城明子（ポルタ）  参考資料：『武蔵野歴史散歩』伊佐九三四郎（有峰書店新社）、『武蔵野界隈 むかし語り』（武蔵野市開発公社）、『武蔵野』国木田独歩（新潮社）

東京農業大学 地域環境科学部教授

濱
は ま

野
の

周
ち か

泰
や す

さん

専門は造園樹木学およ
び造園植物学。樹木医
学会理事、社叢会理事
を務め、名木の保護活動
にも取り組んでいる。平
成16年から武蔵野市文
化財保護委員。

武蔵野市の樹木についてお聞きしました
観
賞
用
と
し
て
植
え
ら
れ
た

ケ
ヤ
キ
の
木
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江
戸
時
代
の
新
田
開
発
と
と
も
に
発
展

し
て
き
た
武
蔵
野
市
で
す
が
、第
二
次
世

界
大
戦
が
激
化
す
る
中
、そ
の
姿
を
一
変

さ
せ
ま
す
。
現
在
の
都
立
武
蔵
野
中
央
公

園
と
そ
の
周
辺
の
エ
リ
ア
に
は
、か
つ
て

中
島
飛
行
機
武
蔵
製
作
所
と
い
う
軍
需
工

場
が
あ
り
、米
軍
の
攻
撃
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
な
っ
た
た
め
に
激
し
い
空
襲
を
受
け
て

大
き
な
被
害
が
出
ま
し
た
。
そ
の
エ
リ
ア

に
あ
る
市
内
随
一
の
古
木
と
し
て
愛
さ
れ

て
い
る「
ふ
じ
の
実
保
育
園
の
フ
ジ
」は
、

戦
火
の
影
響
か
ら
免
れ
た
貴
重
な
樹
木
で

も
あ
り
ま
す
。

　
現
存
す
る
貴
重
な
木
々
を
次
世
代
に
残

す
た
め
に
は
、ど
の
よ
う
な
こ
と
を
心
掛

け
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？「
都
市
部

の
樹
木
は
枝
を
自
由
に
伸
ば
せ
ず
過
酷
な

環
境
に
あ
り
ま
す
。
落
ち
葉
の
掃
除
な
ど

は
手
が
掛
か
り
ま
す
が
、私
た
ち
の
生
活

を
支
え
て
く
れ
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
た

わ
り
、お
お
ら
か
な
気
持
ち
で
共
生
し
て

ほ
し
い
で
す
ね
」と
濱
野
教
授
。

　

都
市
部
の
自
然
は
、暮
ら
し
に
癒
し
を

も
た
ら
す
貴
重
な
存
在
。
夏
の
厳
し
い
日

差
し
や
、冬
の
風
雪
を
和
ら
げ
て
く
れ
る

木
々
と
う
ま
く
暮
ら
し
、次
の
世
代
へ
と

引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

M U S A S H I N O  H I S T O R Y

旧西窪村の源正寺境
内にある古木。独立樹
として植栽され、現在
の高さは約3.95m。

3源正寺のイヌツゲ
緑町1-6

井口家の屋敷裏に植え
られた、こんもりとし
たヤマツバキの大木。
樹齢約280年。

2井口家の大ツバキ
八幡町3-7

武蔵野の新田開発にお
ける井口家の功労をね
ぎらい、幕府から賜った
といわれる。

1井口家のサンシュユ
八幡町3-8-3

境3-10-26

7高橋家の大ケヤキ

樹齢約330年。高橋家
の庭先の屋敷樹として
育てられた。幹回りは
約4.9m。

境南町3-11-3

8竹内家のカキの木

新田開発当時に苗木
を植栽したとされてお
り、樹齢は約290年。
今も甘い実をつける。

株立状で主幹5本、支
幹40数本。昔イチョウ
が枯死した際、支幹が
成長したと考えられる。

東京都指定天然記念
物。推定樹齢約600
年。幹の内部は空洞。
幹回りは約5.1m。

成蹊学園が吉祥寺へ
移転した際に植栽。植
栽時は樹齢25～30年、
現在の樹齢は約120年。

5成蹊学園のケヤキ並木
吉祥寺北町3丁目

10吉祥寺旧本宿のケヤキ
吉祥寺本町1-35-12

市内随一の古木として
名高い樹齢約230年の
ノダフジ。元は民家の庭
にあったと推定される。

4ふじの実保育園のフジ
緑町3-4-3

9杵築大社の千本イチョウ
境南町2-10

武
蔵
境
駅

三
鷹
駅

吉
祥
寺
駅

境浄水場

成蹊学園

武蔵野中央
公園

武蔵野市役所

く
ぬ
ぎ
橋
通
り

武
蔵
境
通
り

か
え
で
通
り

中
央
通
り

三
鷹
通
り

吉
祥
寺
通
り

伏
見
通
り

五日市街道

井ノ頭通り桜通り

小平市桜堤
6小金井（サクラ）

江戸時代に玉川上水の
両岸に植樹されたヤマ
ザクラ。歌川広重も錦絵
にした国の名勝。

取材・文：藤城明子（ポルタ）  参考資料：『武蔵野歴史散歩』伊佐九三四郎（有峰書店新社）、『武蔵野界隈 むかし語り』（武蔵野市開発公社）、『武蔵野』国木田独歩（新潮社）

武蔵野市
名木MAP

こ
れ
か
ら
も
名
木
た
ち
と

共
に
歩
ん
で
い
く
た
め
に


