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武蔵野にまつわる歴史を楽しみながら学ぶ

武
蔵
野
市
の
歴
史
編
さ
ん
事
業
は

い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
か
？

　

昭
和
37（
１
９
６
２
）年
で
す
。市
史
編へ

ん
さ
ん纂

委
員
会
が
組
織
さ
れ
、編
さ
ん
作
業
が
始
ま

り
ま
し
た
。中
心
と
な
っ
た
の
は
、國
學
院

大
学
の
大
場
磐
雄
先
生（
原
始・古
代・中
世

史
）、学
習
院
大
学
の
児
玉
幸
多
先
生（
近
世

史
）、成
蹊
大
学
の
関
島
久
雄
先
生（
近
現
代

史
）の
三
氏
で
す
。８
年
か
け
て
編
さ
ん
し
、

昭
和
45（
１
９
７
０
）年
ま
で
に『
武
蔵
野
市

史
』『
同
資
料
編
』『
同
続
資
料
編
一
』の
３
冊

を
発
行
し
ま
し
た
。

そ
の
後
も
編
さ
ん
事
業
は
続
く
の
で
す
ね
。

　

そ
う
で
す
。編
さ
ん
作
業
を
通
じ
て
膨
大

な
量
の
古
文
書
が
集
ま
っ
た
の
で
す
が
、『
資

料
編
』に
収
録
で
き
て
い
な
も
の
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。そ
れ
な
ら
ば
、す
べ
て
整
理
し

て
目
録
を
作
り
、書
い
て
あ
る
こ
と
を
活
字

化
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

編へ
ん
さ
ん纂
委
員
会
に
は
先
生
方
の
助
手
と
し

て
、史
学
専
攻
の
大
学
院
修
了
生
だ
っ
た
鈴

木
研
さ
ん
、坪
井
洋
文
さ
ん
、そ
し
て
私
が

参
加
し
て
い
ま
し
た
。編へ

ん
さ
ん纂
委
員
会
が
解
散

し
た
後
は
、武
蔵
野
市
か
ら
委
託
を
受
け
た

鈴
木
さ
ん
が
数
人
の
協
力
者
と
と
も
に
、古

文
書
の
目
録
作
成
と
古
文
書
の
解
読
に
よ
る

資
料
編
の
編
さ
ん
を
続
け
ま
し
た
。鈴
木
さ

ん
は
、古
文
書
の
解
読
に
は
長
け
て
い
た
方

で
す
。

　

そ
の
後
の
42
年
間
で『
続
資
料
編
』13
巻
、

『
目
録
編
』3
巻
の
合
計
16
巻
が
刊
行
さ
れ

ま
し
た
。残
念
な
が
ら
鈴
木
さ
ん
は
平
成
20

（
２
０
０
８
）年
に
逝
去
さ
れ
た
の
で
、私
が
そ

の
後
の
４
年
間
を
引
き
継
ぎ
、最
後
の
２
巻

を
担
当
し
ま
し
た
。

編
さ
ん
作
業
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

　
『
続
資
料
編
』の
編
さ
ん
で
は
、江
戸
時
代

に
各
村
を
治
め
て
い
た
名
主・年
寄
役
の
秋

本
家
や
河
田
家
、井
口
家
、井
野
家
な
ど
の
古

文
書
を
解
読
し
て
き
ま
し
た
。江
戸
時
代
か

ら
大
正
期
ま
で
が
中
心
で
、古
文
書
の
数
は

武
蔵
野
市
で
は
、
膨
大
な
量
の
古
文
書
を
50
年
か
け
て
解
読
し
な
が
ら

市
の
歴
史
を
編
さ
ん
し
て
き
ま
し
た
。
今
年
3
月
、
そ
の
最
終
巻
と
な
る

『
武
蔵
野
市
史
続
資
料
編
13
』
を
刊
行
。
事
業
当
初
か
ら
編
さ
ん
事
業
に

携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
国
文
学
研
究
資
料
館
名
誉
教
授
の
森
安
彦
さ
ん
に
武

蔵
野
の
歴
史
を
ひ
も
解
く
醍
醐
味
と
意
義
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

―武蔵野市史編さん―
古文書を解読し、
武蔵野を拓

ひ ら

いた
先人たちの

ドラマを伝える
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１
万
数
千
点
に
及
び
ま
す
。と
に
か
く
一
文

字
一
文
字
読
む
。く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
文

字
だ
か
ら
解
読
が
難
し
く
、一
文
字
を
半
日
、

と
き
に
は
１
日
か
け
て
解
読
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。資
料
は
正
確
さ
が
第
一で
す
。間
違

い
が
あ
って
は
、信し

ん
ぴ
ょ
う憑

性
を
失
い
ま
す
。

　

解
読
し
た
文
字
は
、活
字
に
置
き
換
え
て

い
き
、本
と
し
て
編
集
し
ま
す
。
各
巻
末
で

は
数
十
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
解
説
を
書
き
、資
料

に
ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
を
分
か
り

や
す
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。

古
文
書
を
解
読
す
る
と

ど
ん
な
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
か
？

　

武
蔵
野
市
の
歴
史
は
、江
戸
時
代
前
期
の

寛
文
年
間
（
17
世
紀
後
半
）
に
吉
祥
寺
村
、

関
前
村
、西
窪
村
、境
村
が
拓ひ

ら

か
れ
た
の
が

始
ま
り
で
す
。
そ
の
後
、８
代
将
軍
徳
川
吉

宗
の
時
代
（
18
世
紀
前
半
）に
な
る
と
新
た

50年間にわたる市史編さん事業では、
古文書の保存と内容の解読に努めて
きました。古文書からは地域の歴史とと
もに、明治期の選挙の様子など日本の
政治史にとって貴重な記述も浮かび上
がってきました。

な
土
地
が
拓ひ

ら

か
れ
、関
前
新
田
・

境
新
田
が
誕
生
し
ま
し
た
。
古
文

書
を
読
む
と
、江
戸
時
代
の
村
で
い

ろ
い
ろ
な
ド
ラ
マ
が
起
き
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、境
村
の
秋
本
家
の
古

文
書
を
調
べ
て
い
る
と
、
今
の
埼

玉
県
熊
谷
市
の
農
村
の
資
料
が
ど

さ
っ
と
出
て
き
ま
し
た
。読
み
進
め

て
い
く
と
、天
保
年
間
（
19
世
紀
前

半
）に
村
を
治
め
る
年
寄
を
し
て
い

た
秋
本
喜
七
が
10
年
に
わ
た
り
江

戸
の
旗
本
の
家
来
を
し
て
い
た
の
で

す
。
喜
七
は
旗
本
の
領
地
で
年
貢

の
取
り
立
て
役
も
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
領
地
が
熊
谷
の
農
村
で
あ
り
、

だ
か
ら
秋
本
家
の
中
に
記
録
が
残
っ

て
い
た
の
で
す
。

　

喜
七
は
農
村
の
出
身
で
す
か

ら
、他
の
武
士
と
違
い
農
民
の
気
持
ち
が
分

か
る
。飢き

饉き
ん

の
と
き
な
ど
は
年
貢
を
減
ら
す

な
ど
農
民
に
温
情
を
か
け
て
い
ま
し
た
。た

だ
、喜
七
は
境
村
の
年
寄
の
職
も
辞
め
ず
に
、

職
務
を
息
子
に
任
せ
て
い
た
の
で
こ
れ
が
村

で
問
題
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
当
時
の
村
々
で
は
美
談
も
あ

れ
ば
、騒
動
も
あ
っ
た
の
で
す
。「
武
蔵
野
市

は
、昔
は
原
野
で
何
も
な
か
っ
た
ん
だ
か
ら
、

詳
し
い
歴
史
な
ん
て
調
べ
る
必
要
は
な
い
」と

言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、決
し
て
そ

ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

武
蔵
野
市
に
残
る
古
文
書
の
解
読
に
は

ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
り
ま
す
か
？

　

市
の
古
文
書
に
残
る
地
域
の
歴
史
は
、生

身
の
人
間
の
ド
ラ
マ
で
す
。興
味
深
い
史
実
の

数
々
は
、私
た
ち
の
想
像
力
を
刺
激
し
、武

蔵
野
を
拓ひ

ら

き
発
展
さ
せ
て
き
た
先
人
た
ち

の
存
在
を
身
近
な
も
の
に
し
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
、古
文
書
か
ら
は
武
蔵
野
と
い
う
地
域

の
環
境
と
個
性
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
す
。

古
文
書
を
正
確
に
解
読
し
、編
さ
ん
す
る
こ

と
は
、武
蔵
野
と
い
う
地
域
の
豊
か
さ
を
広

く
伝
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

武
蔵
野
市
史
の
編
さ
ん
は
ひ
と
ま
ず
終

了
で
す
が
、ぜ
ひ
、市
の
歴
史
資
料
館
を
作
っ

て
、こ
れ
ら
の
古
文
書
を
保
存
す
る
と
と
も

に
、市
民
の
皆
さ
ん
が
地
域
の
歴
史
を
学
ぶ

機
会
を
作
って
ほ
し
い
で
す
ね
。

昭和37年から市史編さんを継続してきたの
で、古文書の散逸を防げました。『武蔵野市
史』を基に『子ども武蔵野市史』といった読み
やすい本も刊行。正確な史料は広がりを生み
ます。

今

古文書の原本。保護用の台紙に貼り付けてあ
ります。市では、これらの史料を題材に、昭和45
年から文化財講座「古文書解読講座」も開催。
古文書は、熱や光で痛みやすくコピー機にかけ
られないので、写真撮影で複写しています。

昔

むさしの今昔物語
〜市史編さん事業の巻〜

森
も り

 安
や す ひ こ

彦さん
国文学研究資料館名誉教授。東京教育大学
大学院在学時の昭和37年に武蔵野市史編さ
んに関わる。昭和45年、市文化財保護委員
に就任。専門は江戸時代の歴史。とりわけ
庶民の生活史についての造詣が深い。

武蔵野市史全18巻


