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さ
ら
に
、
吉
祥
寺
駅
に
停
車
中
の
列
車
に

乗
っ
て
い
る
被
災
者
に
対
し
て
、
青
年
団
の

団
員
と
、
当
時
、
吉
祥
寺
に
校
舎
が
あ
っ
た

東
京
女
子
体
操
音
楽
学
校
（
現
在
の
東
京
女

子
体
育
大
学
）
の
生
徒
が
湯
茶
を
提
供
し
た

こ
と
が
文
書
で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分

た
ち
は
被
害
が
少
な
か
っ
た
分
、
被
災
者
に

対
し
て
で
き
る
こ
と
を
し
て
あ
げ
よ
う
と
い

う
武
蔵
野
の
人
々
の
思
い
が
、
こ
う
し
た
エ

ピ
ソ
ー
ド
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

体
験
し
た
こ
と
の
な
い
大
災
害
に
見
舞
わ

れ
た
時
、
人
々
は
恐
怖
や
不
安
か
ら
根
拠
の

な
い
「
流
言
飛
語
」
や
デ
マ
に
惑
わ
さ
れ
、

差
別
や
偏
見
に
基
づ
く
言
動
を
す
る
人
も
現

れ
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
称
賛
に
値
す
る
行

い
に
対
し
て
は
「
善
行
美
談
」
と
し
て
政
府

が
主
体
と
な
っ
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収
集
す
る

対
象
と
し
ま
し
た
。
前
述
の
吉
祥
寺
駅
で
被

災
者
に
湯
茶
を
振
る
舞
っ
た
話
も
、
北
多
摩

郡
長
か
ら
武
蔵
野
村
へ
の
調
査
依
頼
に
対
す

る
回
答
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
混
乱

が
広
が
る
と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
他
者
へ
の
心

配
り
な
ど
の
温
か
い
話
題
が
人
々
を
元
気
付

け
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

当
時
の
記
録
を
元
に

震
災
の
記
憶
を
語
り
継
ぐ

　

１
０
０
年
前
の
関
東
大
震
災
を
実
際
に
体

験
し
た
人
の
多
く
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
人
の
災
害

の
記
憶
は
時
と
と
も
に
消
滅
し
て
い
き
ま
す
。

災
害
の
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
へ
の
鎮
魂
の
た

め
に
も
、
災
害
を
風
化
さ
せ
ず
、
次
に
来
る

か
も
し
れ
な
い
災
害
へ
の
教
訓
と
し
て
定
期

的
に
震
災
を
振
り
返
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

震
災
の
翌
年
に
あ
た
る
大
正
13
年
か
ら
、
政

府
や
東
京
府
（
現
在
の
東
京
都
）
が
主
体
と

な
っ
て
周
年
行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
大
正

13
年
８
月
22
日
付
で
武
蔵
野
村
長
宛
て
に
送

ら
れ
た
「
大
震
災
記
念
日
施
設
ニ
関
ス
ル

件
」
と
い
う
文
書
を
受
け
て
、
村
内
に
通
知

文
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
「
遭
難
者

追
悼
と
将
来
の
平
安
祈
念
」「
奢し
ゃ

侈し

（
ぜ
い

た
く
）
を
排
し
、
歌
舞
音
曲
そ
の
他
の
遊
楽

類
の
遠
慮
、
断
酒
、
粗
衣
粗
食
に
よ
る
反

省
」「
防
火
・
非
常
時
の
用
意
に
つ
い
て
考

慮
す
る
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
震

災
の
翌
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
村
民
に
対

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
自
粛
が
促
さ
れ
て
い
る
の

が
印
象
的
で
す
が
、
同
時
に
日
ご
ろ
か
ら
防

災
の
準
備
を
し
て
お
く
必
要
性
に
つ
い
て
も

触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
現
在
に
通
じ
る
教

訓
を
当
時
の
人
々
が
得
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。

　

災
害
の
歴
史
を
振
り
返
る
際
の
材
料
と
し

て
重
要
に
な
る
の
が
「
記
録
」
で
す
。
こ
れ

ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事

は
、
す
べ
て
公
文
書
な
ど
の
記
録
に
残
さ
れ

て
い
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
今
生
き
て

い
る
私
た
ち
は
当
時
の
出
来
事
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
公
文
書
だ
け
で
な
く
、
災
害

を
体
験
し
た
個
人
の
日
記
、
聞
き
書
き
な
ど
、

当
時
の
人
々
の
心
の
あ
り
よ
う
な
ど
を
記
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
を
保
存
し
て
い
く
こ
と

が
、
い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
次
の
大

災
害
に
対
す
る
備
え
や
「
減
災
」
に
も
つ
な

が
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

明
治
・
大
正
期
に
活
躍
し
た
物
理
学
者
の

寺
田
寅
彦
は
、
関
東
大
震
災
の
経
験
も
踏
ま

え
、「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」

と
い
う
警
句
を
残
し
て
い
ま
す
。
著
書
『
天

災
と
国
防
』
の
中
で
も
、
文
明
が
進
む
ほ
ど

天
災
に
よ
る
損
害
が
大
き
く
な
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
日
ご
ろ
か
ら
防
御
策
を
講
じ
な
い

人
が
多
い
の
は
、
天
災
が
ま
れ
に
し
か
起
こ

ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
記
し
て

い
ま
す
。

　

震
災
の
翌
年
の
大
正
13
年
に
は
５
１
３
９

人
だ
っ
た
と
さ
れ
る
武
蔵
野
村
の
人
口
は
、

武
蔵
野
町
か
ら
武
蔵
野
市
と
な
り
、
昭
和
39

（
１
９
６
４)

年
に
は
13
万
人
を
超
え
る
ま

で
に
増
加
し
ま
し
た
。
人
口
増
に
よ
り
建
物

が
密
集
し
、
イ
ン
フ
ラ
が
複
雑
に
絡
み
合
う

現
代
で
は
、
昔
以
上
に
日
ご
ろ
か
ら
災
害
に

対
す
る
備
え
を
徹
底
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

の
で
す
。

　

１
０
０
年
前
の
大
災
害
か
ら
私
た
ち
は

何
を
教
訓
と
し
て
、
次
に
生
か
す
べ
き
か
、

１
０
０
年
目
の
こ
の
節
目
に
改
め
て
考
え
て

み
た
い
も
の
で
す
。

震
災
を
き
っ
か
け
に

武
蔵
野
市
域
の
人
口
が
増
加

　

大
正
12
年
９
月
１
日
、
午
前
11
時
58

分
。
相
模
湾
西
北
部
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
7.9
の
巨
大
地
震
が
関
東
地
方
南
部

を
襲
い
ま
し
た
。
こ
の
地
震
に
よ
り
、
東
京

市
街
の
３
分
の
２
の
建
物
が
焼
失
、
横
浜

は
市
街
の
大
半
の
建
物
が
焼
失
あ
る
い
は

全
壊
・
半
壊
の
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。
死
者
・
行
方
不
明
者
は
お
よ
そ

10
万
５
０
０
０
人
、
被
災
者
は
１
９
０
万
人

に
も
上
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
我
が
国

の
自
然
災
害
史
上
最
悪
」
と
い
わ
れ
る
こ
の

未
曽
有
の
大
災
害
か
ら
、
今
年
で
１
０
０
年

が
た
ち
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
関
東
大
震

災
と
武
蔵
野
市
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の

か
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

大
正
12
年
当
時
の
武
蔵
野
市
域
は
、
ま
だ

「
武
蔵
野
村
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
関

東
大
震
災
の
前
年
の
大
正
11
（
１
９
２
２
）

年
12
月
時
点
の
武
蔵
野
村
の
人
口
は

５
２
２
７
人
。
武
蔵
野
台
地
の
頑
丈
な
地
盤

の
上
に
あ
っ
た
こ
と
や
、
震
源
地
か
ら
離
れ

て
い
た
こ
と
、
建
物
が
密
集
し
て
い
な
い
農

村
だ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
数
軒
の
建
物
の

倒
壊
な
ど
の
被
害
は
あ
っ
た
も
の
の
、
武
蔵

野
市
域
で
の
死
者
・
行
方
不
明
者
は
い
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
被
害
の

確
保
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
大
正
8

（
１
９
１
９
）
年
に
は
、
中
野
駅
・
吉
祥
寺

駅
間
の
路
線
が
電
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

郊
外
住
宅
地
化
の
準
備
が
あ
る
程
度
な
さ

れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
武
蔵
野
市
域
は
都
市

部
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
に
と
っ
て
も
移
り

住
み
や
す
い
環
境
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
移
住
者
の
増
加
が
、
武
蔵
野

市
域
の
郊
外
住
宅
地
化
を
い
っ
そ
う
加
速
さ

せ
て
い
っ
た
の
で
す
。

武
蔵
野
の
人
々
が

被
災
者
を
積
極
的
に
支
援

　

被
害
が
少
な
か
っ
た
武
蔵
野
市
域
に
は
、

被
災
者
を
積
極
的
に
迎
え
入
れ
、
支
援
活
動

を
担
う
役
割
が
期
待
さ
れ
ま
し
た
。
震
災
後
、

村
役
場
や
住
民
た
ち
が
被
災
者
に
対
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
支
援
や
救
援
活
動
を
行
っ
た
こ
と

が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
村
役
場
や
村

の
青
年
団
は
、
被
害
の
大
き
か
っ
た
都
心
部

に
食
料
や
衣
料
、
日
用
品
な
ど
を
た
び
た
び

送
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
武
蔵
野
市
域
に

移
住
し
て
き
た
被
災
者
で
生
活
に
困
窮
し
て

い
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
青
年
団
が
村
内
の

有
志
か
ら
寄
付
金
を
集
め
て
食
料
品
を
給
付

し
、
村
役
場
も
１
０
０
袋
も
の
小
麦
粉
を
配

布
す
る
な
ど
の
支
援
活
動
を
行
っ
た
と
い
い

ま
す
。

参考文献／『震災と歴史公文書〜関東大震災 100 年』（武蔵野ふるさと歴史館）、『天災と国防』（寺田寅彦）　　取材協力／武蔵野ふるさと歴史館 取材・文／さくらい伸

武蔵野ヒストリー武蔵野にまつわる歴史を
楽しみながら学ぶ

▲東京大震災明細地図（武蔵野市蔵）

関東大震災から100年　震災と武蔵野市
大正12（1923）年9月1日、相模湾西北部を震源とするマグニチュード 7.9 の巨大地震が発生しました。

都市化に向かう東京や神奈川を中心に甚大な被害をもたらしたこの「関東大震災」から今年でちょうど100年。
当時の武蔵野市域との関わりを振り返りながら、未曽有の大災害から私たちは何を学び、

語り継ぐべきかを考えてみましょう。

多
か
っ
た
都
市
部
な
ど
か
ら
被
害
の
少
な

か
っ
た
武
蔵
野
市
域
へ
、
震
災
後
に
移
り
住

む
人
々
が
増
加
し
ま
し
た
。
特
に
吉
祥
寺
地

区
の
人
口
増
加
は
め
ざ
ま
し
く
、
震
災
前
の

大
正
９
（
１
９
２
０
）
年
の
２
３
２
５
人
か

ら
大
正
13
（
１
９
２
４
）
年
に
は
５
１
３
９

人
へ
と
倍
増
し
て
い
ま
す
。

　

震
災
を
き
っ
か
け
に
武
蔵
野
市
域
の
人
口

が
増
加
し
た
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
武
蔵
野

市
域
に
お
け
る
郊
外
住
宅
地
化
の
動
き
は
関

東
大
震
災
発
生
以
前
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い

ま
し
た
。
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
に
開
設

し
た
甲
武
鉄
道
の
境
停
車
場
（
現
在
の
武
蔵

境
駅
）、
明
治
32
（
１
８
９
９
）
年
開
設
の

吉
祥
寺
停
車
場
（
現
在
の
吉
祥
寺
駅
）
な
ど
、

明
治
期
に
は
既
に
都
市
部
と
の
交
通
手
段
が

▲震災１周年にかかる注意事項（武蔵
野市蔵 北多摩郡長から武蔵野村長へ
宛てられた文書）

▲善行者調査（武蔵野市蔵 発
災２カ月後の北多摩郡長からの
照会）

▲「美談」の収集（武蔵野市蔵 北多摩郡長から
の照会に付されていた）



1011

　

さ
ら
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被
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に
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し
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、
青
年
団
の

団
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、
当
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、
吉
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寺
に
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舎
が
あ
っ
た

東
京
女
子
体
操
音
楽
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校
（
現
在
の
東
京
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子
体
育
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学
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の
生
徒
が
湯
茶
を
提
供
し
た

こ
と
が
文
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で
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さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分

た
ち
は
被
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が
少
な
か
っ
た
分
、
被
災
者
に

対
し
て
で
き
る
こ
と
を
し
て
あ
げ
よ
う
と
い

う
武
蔵
野
の
人
々
の
思
い
が
、
こ
う
し
た
エ

ピ
ソ
ー
ド
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

体
験
し
た
こ
と
の
な
い
大
災
害
に
見
舞
わ

れ
た
時
、
人
々
は
恐
怖
や
不
安
か
ら
根
拠
の

な
い
「
流
言
飛
語
」
や
デ
マ
に
惑
わ
さ
れ
、

差
別
や
偏
見
に
基
づ
く
言
動
を
す
る
人
も
現

れ
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
称
賛
に
値
す
る
行

い
に
対
し
て
は
「
善
行
美
談
」
と
し
て
政
府

が
主
体
と
な
っ
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収
集
す
る

対
象
と
し
ま
し
た
。
前
述
の
吉
祥
寺
駅
で
被

災
者
に
湯
茶
を
振
る
舞
っ
た
話
も
、
北
多
摩

郡
長
か
ら
武
蔵
野
村
へ
の
調
査
依
頼
に
対
す

る
回
答
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
混
乱

が
広
が
る
と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
他
者
へ
の
心

配
り
な
ど
の
温
か
い
話
題
が
人
々
を
元
気
付

け
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

当
時
の
記
録
を
元
に

震
災
の
記
憶
を
語
り
継
ぐ

　

１
０
０
年
前
の
関
東
大
震
災
を
実
際
に
体

験
し
た
人
の
多
く
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
人
の
災
害

の
記
憶
は
時
と
と
も
に
消
滅
し
て
い
き
ま
す
。

災
害
の
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
へ
の
鎮
魂
の
た

め
に
も
、
災
害
を
風
化
さ
せ
ず
、
次
に
来
る

か
も
し
れ
な
い
災
害
へ
の
教
訓
と
し
て
定
期

的
に
震
災
を
振
り
返
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

震
災
の
翌
年
に
あ
た
る
大
正
13
年
か
ら
、
政

府
や
東
京
府
（
現
在
の
東
京
都
）
が
主
体
と

な
っ
て
周
年
行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
大
正

13
年
８
月
22
日
付
で
武
蔵
野
村
長
宛
て
に
送

ら
れ
た
「
大
震
災
記
念
日
施
設
ニ
関
ス
ル

件
」
と
い
う
文
書
を
受
け
て
、
村
内
に
通
知

文
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
「
遭
難
者

追
悼
と
将
来
の
平
安
祈
念
」「
奢し
ゃ

侈し

（
ぜ
い

た
く
）
を
排
し
、
歌
舞
音
曲
そ
の
他
の
遊
楽

類
の
遠
慮
、
断
酒
、
粗
衣
粗
食
に
よ
る
反

省
」「
防
火
・
非
常
時
の
用
意
に
つ
い
て
考

慮
す
る
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
震

災
の
翌
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
村
民
に
対

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
自
粛
が
促
さ
れ
て
い
る
の

が
印
象
的
で
す
が
、
同
時
に
日
ご
ろ
か
ら
防

災
の
準
備
を
し
て
お
く
必
要
性
に
つ
い
て
も

触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
現
在
に
通
じ
る
教

訓
を
当
時
の
人
々
が
得
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。

　

災
害
の
歴
史
を
振
り
返
る
際
の
材
料
と
し

て
重
要
に
な
る
の
が
「
記
録
」
で
す
。
こ
れ

ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事

は
、
す
べ
て
公
文
書
な
ど
の
記
録
に
残
さ
れ

て
い
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
今
生
き
て

い
る
私
た
ち
は
当
時
の
出
来
事
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
公
文
書
だ
け
で
な
く
、
災
害

を
体
験
し
た
個
人
の
日
記
、
聞
き
書
き
な
ど
、

当
時
の
人
々
の
心
の
あ
り
よ
う
な
ど
を
記
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
を
保
存
し
て
い
く
こ
と

が
、
い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
次
の
大

災
害
に
対
す
る
備
え
や
「
減
災
」
に
も
つ
な

が
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

明
治
・
大
正
期
に
活
躍
し
た
物
理
学
者
の

寺
田
寅
彦
は
、
関
東
大
震
災
の
経
験
も
踏
ま

え
、「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」

と
い
う
警
句
を
残
し
て
い
ま
す
。
著
書
『
天

災
と
国
防
』
の
中
で
も
、
文
明
が
進
む
ほ
ど

天
災
に
よ
る
損
害
が
大
き
く
な
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
日
ご
ろ
か
ら
防
御
策
を
講
じ
な
い

人
が
多
い
の
は
、
天
災
が
ま
れ
に
し
か
起
こ

ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
記
し
て

い
ま
す
。

　

震
災
の
翌
年
の
大
正
13
年
に
は
５
１
３
９

人
だ
っ
た
と
さ
れ
る
武
蔵
野
村
の
人
口
は
、

武
蔵
野
町
か
ら
武
蔵
野
市
と
な
り
、
昭
和
39

（
１
９
６
４)

年
に
は
13
万
人
を
超
え
る
ま

で
に
増
加
し
ま
し
た
。
人
口
増
に
よ
り
建
物

が
密
集
し
、
イ
ン
フ
ラ
が
複
雑
に
絡
み
合
う

現
代
で
は
、
昔
以
上
に
日
ご
ろ
か
ら
災
害
に

対
す
る
備
え
を
徹
底
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

の
で
す
。

　

１
０
０
年
前
の
大
災
害
か
ら
私
た
ち
は

何
を
教
訓
と
し
て
、
次
に
生
か
す
べ
き
か
、

１
０
０
年
目
の
こ
の
節
目
に
改
め
て
考
え
て

み
た
い
も
の
で
す
。

震
災
を
き
っ
か
け
に

武
蔵
野
市
域
の
人
口
が
増
加

　

大
正
12
年
９
月
１
日
、
午
前
11
時
58

分
。
相
模
湾
西
北
部
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
7.9
の
巨
大
地
震
が
関
東
地
方
南
部

を
襲
い
ま
し
た
。
こ
の
地
震
に
よ
り
、
東
京

市
街
の
３
分
の
２
の
建
物
が
焼
失
、
横
浜

は
市
街
の
大
半
の
建
物
が
焼
失
あ
る
い
は

全
壊
・
半
壊
の
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。
死
者
・
行
方
不
明
者
は
お
よ
そ

10
万
５
０
０
０
人
、
被
災
者
は
１
９
０
万
人

に
も
上
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
我
が
国

の
自
然
災
害
史
上
最
悪
」
と
い
わ
れ
る
こ
の

未
曽
有
の
大
災
害
か
ら
、
今
年
で
１
０
０
年

が
た
ち
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
関
東
大
震

災
と
武
蔵
野
市
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の

か
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

大
正
12
年
当
時
の
武
蔵
野
市
域
は
、
ま
だ

「
武
蔵
野
村
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
関

東
大
震
災
の
前
年
の
大
正
11
（
１
９
２
２
）

年
12
月
時
点
の
武
蔵
野
村
の
人
口
は

５
２
２
７
人
。
武
蔵
野
台
地
の
頑
丈
な
地
盤

の
上
に
あ
っ
た
こ
と
や
、
震
源
地
か
ら
離
れ

て
い
た
こ
と
、
建
物
が
密
集
し
て
い
な
い
農

村
だ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
数
軒
の
建
物
の

倒
壊
な
ど
の
被
害
は
あ
っ
た
も
の
の
、
武
蔵

野
市
域
で
の
死
者
・
行
方
不
明
者
は
い
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
被
害
の

確
保
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
大
正
8

（
１
９
１
９
）
年
に
は
、
中
野
駅
・
吉
祥
寺

駅
間
の
路
線
が
電
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

郊
外
住
宅
地
化
の
準
備
が
あ
る
程
度
な
さ

れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
武
蔵
野
市
域
は
都
市

部
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
に
と
っ
て
も
移
り

住
み
や
す
い
環
境
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
移
住
者
の
増
加
が
、
武
蔵
野

市
域
の
郊
外
住
宅
地
化
を
い
っ
そ
う
加
速
さ

せ
て
い
っ
た
の
で
す
。

武
蔵
野
の
人
々
が

被
災
者
を
積
極
的
に
支
援

　

被
害
が
少
な
か
っ
た
武
蔵
野
市
域
に
は
、

被
災
者
を
積
極
的
に
迎
え
入
れ
、
支
援
活
動

を
担
う
役
割
が
期
待
さ
れ
ま
し
た
。
震
災
後
、

村
役
場
や
住
民
た
ち
が
被
災
者
に
対
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
支
援
や
救
援
活
動
を
行
っ
た
こ
と

が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
村
役
場
や
村

の
青
年
団
は
、
被
害
の
大
き
か
っ
た
都
心
部

に
食
料
や
衣
料
、
日
用
品
な
ど
を
た
び
た
び

送
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
武
蔵
野
市
域
に

移
住
し
て
き
た
被
災
者
で
生
活
に
困
窮
し
て

い
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
青
年
団
が
村
内
の

有
志
か
ら
寄
付
金
を
集
め
て
食
料
品
を
給
付

し
、
村
役
場
も
１
０
０
袋
も
の
小
麦
粉
を
配

布
す
る
な
ど
の
支
援
活
動
を
行
っ
た
と
い
い

ま
す
。

参考文献／『震災と歴史公文書〜関東大震災 100 年』（武蔵野ふるさと歴史館）、『天災と国防』（寺田寅彦）　　取材協力／武蔵野ふるさと歴史館 取材・文／さくらい伸

武蔵野ヒストリー武蔵野にまつわる歴史を
楽しみながら学ぶ

▲東京大震災明細地図（武蔵野市蔵）

関東大震災から100年　震災と武蔵野市
大正12（1923）年9月1日、相模湾西北部を震源とするマグニチュード 7.9 の巨大地震が発生しました。

都市化に向かう東京や神奈川を中心に甚大な被害をもたらしたこの「関東大震災」から今年でちょうど100年。
当時の武蔵野市域との関わりを振り返りながら、未曽有の大災害から私たちは何を学び、

語り継ぐべきかを考えてみましょう。

多
か
っ
た
都
市
部
な
ど
か
ら
被
害
の
少
な

か
っ
た
武
蔵
野
市
域
へ
、
震
災
後
に
移
り
住

む
人
々
が
増
加
し
ま
し
た
。
特
に
吉
祥
寺
地

区
の
人
口
増
加
は
め
ざ
ま
し
く
、
震
災
前
の

大
正
９
（
１
９
２
０
）
年
の
２
３
２
５
人
か

ら
大
正
13
（
１
９
２
４
）
年
に
は
５
１
３
９

人
へ
と
倍
増
し
て
い
ま
す
。

　

震
災
を
き
っ
か
け
に
武
蔵
野
市
域
の
人
口

が
増
加
し
た
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
武
蔵
野

市
域
に
お
け
る
郊
外
住
宅
地
化
の
動
き
は
関

東
大
震
災
発
生
以
前
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い

ま
し
た
。
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
に
開
設

し
た
甲
武
鉄
道
の
境
停
車
場
（
現
在
の
武
蔵

境
駅
）、
明
治
32
（
１
８
９
９
）
年
開
設
の

吉
祥
寺
停
車
場
（
現
在
の
吉
祥
寺
駅
）
な
ど
、

明
治
期
に
は
既
に
都
市
部
と
の
交
通
手
段
が

▲震災１周年にかかる注意事項（武蔵
野市蔵 北多摩郡長から武蔵野村長へ
宛てられた文書）

▲善行者調査（武蔵野市蔵 発
災２カ月後の北多摩郡長からの
照会）

▲「美談」の収集（武蔵野市蔵 北多摩郡長から
の照会に付されていた）


