
武蔵野にまつわる歴史を楽しみながら学ぶ

む
さ
し
の
ば
や
し
は
、
い
つ
頃
に
誕
生
し
た

の
で
し
ょ
う
か
？

　

現
在
の
武
蔵
野
市
が
開
け
た
の
は
、
江
戸

初
期
に
起
き
た
明
暦
の
大
火
（
１
６
５
７
年
）

の
後
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
火
災
に
よって

江
戸
の
中
心
部
か
ら
人
々
が
移
り
住
み
、
吉

祥
寺
村
や
西
窪
村
が
開
村
し
た
の
で
す
。
当

時
、
こ
の
あ
た
り
は
農
村
で
し
た
。
娯
楽
が

な
い
時
代
で
し
た
か
ら
、
人
々
は
府
中
の
大

國
魂
神
社
の
祭
り
ま
で
足
を
伸
ば
し
て
い
た

よ
う
で
す
。
次
第
に
地
元
の
祭
り
も
盛
ん
に

な
り
、
武
蔵
野
八
幡
宮
の
祭
り
を
に
ぎ
や
か

に
し
よ
う
と
生
ま
れ
た
の
が
、
今
で
い
う
「
む

さ
し
の
ば
や
し
」
で
す
。
江
戸
時
代
の
末
期
、

文
久
２
（
１
８
６
２
）
年
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
当
時
は「
吉
祥
寺
囃ば
や

子し

」と
呼
ば
れ
、

グ
ル
ー
プ
は「
吉
祥
寺
囃
子
連
中
」を
名
乗
っ

て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
か
ら
現
在
ま
で
お
囃
子
は
変
わ
っ

て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

江
戸
の
お
囃
子
は
、
現
在
の
葛
飾
区
金
町

に
あ
る
香
取
大
明
神
（
現
在
の
葛
西
神
社
）

で
生
ま
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
お
囃

子
が
西
へ
西
へ
と
伝
わ
っ
て
き
た
。
神
田
、
目

黒
、
深
川
な
ど
の
お
囃
子
も
み
な
葛
西
神
社

が
源
流
で
す
。

　

地
域
に
よ
っ
て
お
囃
子
は
違
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
伝
わ
って
い
く
過
程
で
演
奏
者
の
癖
に

よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
も
の
で
す
。
吉
祥
寺

囃
子
連
中
は
最
初
、
阿
佐
ヶ
谷
の
田
淵
流
の

師
匠
に
学
び
ま
し
た
。
明
治
の
中
頃
に
な
る

と
、
現
在
の
世
田
谷
区
千
歳
船
橋
に
船
橋
流

を
広
め
た
内
海
軍
次
郎
と
い
う
師
匠
に
習
い

ま
し
た
。
軍
次
郎
の
お
囃
子
は
、
調
子
が
早

く
、
威
勢
が
よ
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
む
さ
し
の
ば
や
し
が
テ
ン
ポ
が
よ
い
の

も
、
こ
の
師
匠
に
学
ん
だ
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。

　

私
た
ち
の
世
代
で
お
世
話
に
な
っ
た
名
人

と
言
え
ば
、
西
林
源
六
さ
ん
で
す
。
当
時
の

田
無
市
（
現
西
東
京
市
）
に
い
た
笛
の
名
人

で
す
。
大
正
の
頃
、
吉
祥
寺
の
お
囃
子
の
演

奏
が
当
初
と
変
わって
し
ま
っ
た
と
き
に
、
手

ほ
ど
き
を
受
け
た
そ
う
で
す
。
私
自
身
も

市民が受け継いできた
祭のにぎわい「むさしのばやし」

山㟢義勝さん
昭和10年生まれ。11歳からお囃子を習い始める。
むさしのばやし保存会第２代会長。

武
蔵
野
八
幡
宮
の
お
祭
り
な
ど
で
、
に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
る
「
む
さ
し

の
ば
や
し
」。
江
戸
末
期
に
吉
祥
寺
に
伝
わ
っ
た
こ
の
お
囃は
や
し子

は
、
時
代
を
越
え
て
受

け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
む
さ
し
の
ば
や
し
は
、
市
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
今
年
で
40
周
年
、
そ
し
て
来
年
に
は
生
誕
１
５
０
周
年
を
迎
え
ま
す
。
む
さ
し
の

ば
や
し
保
存
会
の
山

　

義
勝
さ
ん
に
、
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

や
ま
ざ
き
よ
し
か
つ
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昭
和
35
年
頃
に
西
村
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
旧
田
無
市
は
、
お
囃
子
の
伝
統

の
あ
る
地
域
で
す
が
、
近
年
に
な
っ
て
20
年

ほ
ど
そ
の
活
動
が
下
火
に
な
っ
て
い
た
時
期

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
復
興
に
協
力
し
た
の

が
、
私
た
ち
、
む
さ
し
の
ば
や
し
保
存
会
で

し
た
。
か
つ
て
受
け
た
恩
を
返
せ
た
の
は

う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

山
㟢
さ
ん
が
お
囃
子
を
習
い
始
め
た
頃
は

ど
ん
な
様
子
で
し
た
か
？

　

私
は
昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
に
、
お
囃

子
を
学
び
始
め
ま
し
た
。
11
歳
の
と
き
で
す
。

楽
器
は
一
組
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、

私
た
ち
は
竹
に
藁わ
ら

を
巻
い
て
練
習
し
て
い
ま

し
た
ね
。
練
習
場
は
農
家
の
納
屋
で
し
た
。

当
時
は
、終
戦
直
後
で
食
べ
物
が
無
い
時
代
。

お
囃
子
の
練
習
に
行
く
と
お
芋
を
食
べ
ら
れ

ま
し
た
。
お
芋
が
食
べ
た
く
て
、
お
囃
子
の

むさしの今昔物語
〜むさしのばやしの巻〜

祭をにぎわせる「むさしのばやし」は、
昔も、今も、地域を愛する人々の手に
よって受け継がれています

練
習
に
通
って
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

戦
後
に
な
っ
て
、
む
さ
し
の
ば
や
し
は
市
の

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
す
ね
。

　

昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
に
、
吉
祥
寺
囃

子
は
「
む
さ
し
の
ば
や
し
」
と
し
て
、
市
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
以
前
か
ら
も
文
化
財
指
定
の
お
話
は
あ
っ

た
そ
う
で
す
が
、先
輩
た
ち
は
「
好
き
で
やっ

て
る
お
囃
子
に
市
の
お
墨
付
き
が
つ
い
ち
ゃ

あ
面
倒
だ
」
と
お
断
り
し
た
そ
う
で
す
。

た
だ
、私
と
前
会
長
の
中
野
普一さ
ん（
故
人
）

は
、
今
後
の
継
承
を
考
え
た
と
き
、
市
の
文

化
財
と
し
て
の
位
置
づ
け
も
必
要
と
判
断

し
、
先
輩
た
ち
の
理
解
も
得
て
、
文
化
財

の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
名
称
も
吉
祥
寺

囃
子
連
中
か
ら
「
む
さ
し
の
ば
や
し
保
存

会
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
保
存
会
は
31
人
、
子
ど
も
が
練
習

す
る
「
む
さ
し
の
ば
や
し
チ
ビッコ
教
室
」
に

は
約
50
人
、
成
人
を
対
象
と
す
る
「
む
さ
し

の
ば
や
し
成
人
塾
」
も
約
10
人
い
ま
す
。
で

も
、
ほ
か
の
地
域
か
ら
応
援
を
頼
ま
な
い
と

お
囃
子
が
で
き
な
い
ほ
ど
人
手
が
な
か
っ
た

時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
49（
１
９
７
４
）

年
か
ら
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
教
室
を
開

い
て
教
え
て
い
た
ん
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち

が
大
人
に
な
る
の
を
待
っ
て
い
る
余
裕
は
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
昭
和
60（
１
９
８
５
）
年

に
初
め
て
成
人
向
け
の
教
室
を
開
い
て
、
成

人
会
員
を
募
集
し
た
ん
で
す
。
熱
心
な
方

が
大
勢
来
て
く
れ
て
、
ま
た
盛
ん
に
な
り

ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
、
む
さ
し
の
ば
や
し
と
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
で
す
か
？

　

と
に
か
く
次
の
世
代
に
む
さ
し
の
ば
や
し

を
伝
え
て
い
き
た
い
。
そ
れ
が
私
の
使
命
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
途
絶

え
て
し
ま
っ
た
ら
お
し
ま

い
で
す
か
ら
ね
。
芸
能
は

本
当
に
奥
が
深
い
。
上
手

く
な
る
に
は
時
間
が
か
か

る
。
で
も
、
そ
の
奥
深
さ

の
魅
力
を
知
っ
た
ら
や
み

つ
き
に
な
り
ま
す
よ
。
興

味
が
あ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
、一

度
稽
古
場
に
遊
び
に
来
て

ほ
し
い
で
す
ね
。

むさしのばやしチビッコ教室の練習は昭和50
（1975）から始まった。市教育委員会の主催で市
内の小学校に募集をかけ、現在は約50人の子ど
もたちが学ぶ。また、第四小学校ではむさしのば
やしを学ぶ総合学習も。子どもたちの活動が、次
の時代へむさしのばやしを継承していく。

今

昭和3年、武蔵野八幡宮に集まった「吉祥寺囃子
連中」。そろいの浴衣に身を包んでいる。祭りが
始まると、『はやし屋台』に乗って、御神輿とと
もに街を練り歩き、途切れなく演奏を続けた。吉
祥寺の子どもたちにとって、八幡宮のはやし屋
台は憧れのひのき舞台だった。

昔

むさしのばやし生誕百五十周年・
市指定無形民俗文化財四十周年記念式典
日時　10月23日（日）午後3時30分〜（開場3時）
会場　スイングホール（武蔵野市境2-14-1）
申込　当日会場へ
問い合わせ　教育部生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎0422-60-1902
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