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か
つ
て
武
蔵
野
市
域
に
も 

二
宮
金
次
郎
像
が
あ
っ
た

　

大
正
12
（
１
９
２
３
）
年
の
関
東
大
震
災

後
、
都
心
か
ら
の
移
住
者
が
増
加
し
た
こ
と

で
宅
地
化
が
進
み
、
学
校
の
需
要
も
高
ま
り

ま
す
。
昭
和
３
（
１
９
２
８
）
年
に
は
武
蔵

野
村
か
ら
武
蔵
野
町
と
な
り
、
武
蔵
野
村
の

村
長
だ
っ
た
秋
本
録
之
助
が
初
代
町
長
に
就

任
。
録
之
助
は
東
京
府
議
会
議
員
や
武
蔵
野

信
用
組
合
長
を
務
め
た
地
元
の
名
士
で
、
武

蔵
野
市
域
の
４
校
に
二
宮
金
次
郎
（
尊
徳
）

の
銅
像
を
寄
贈
し
た
こ
と
も
記
録
に
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
二
宮
金
次
郎
と
い
え
ば
、
江
戸

時
代
後
期
、
農
村
復
興
に
尽
力
し
た
農
政
家
。

薪た
き
ぎを

背
負
い
な
が
ら
本
を
読
む
姿
は
理
想
的

な
子
ど
も
の
象
徴
と
し
て
、
全
国
の
学
校
に

そ
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
第
二
次
大
戦
中
、
武
器
や
兵

器
に
転
用
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
「
金
属
供

出
」
に
よ
っ
て
、
お
寺
の
釣
り
鐘
な
ど
と
共

に
金
次
郎
の
銅
像
も
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
。

こ
の
時
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
銅
像
を
無
理

や
り
回
収
す
る
の
で
は
な
く
、「
二
宮
金
次

郎
自
ら
が
お
国
の
た
め
に
出
征
し
た
」
と
い

う
教
え
方
を
し
て
、
当
時
の
国
民
学
校
で
は

金
次
郎
の
銅
像
が
生
徒
ら
に
よ
っ
て
盛
大
に

送
り
出
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

武
蔵
野
市
域
で
実
際
に
金
次
郎
像
が
供
出

さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
現
在
、
市
内
に
金
次
郎
像
が
建
つ
学

校
が
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
に
供

出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
ま
す
。
実

物
を
見
た
こ
と
は
な
く
と
も
、
誰
も
が
知
る

学
校
の
象
徴
と
も
い
え
る
金
次
郎
像
で
す
が
、

か
つ
て
は
理
想
と
さ
れ
た
「
勤
労
・
勤
勉
な

子
ど
も
像
」
は
時
代
と
と
も
に
そ
の
役
目
を

終
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
ち
の
発
展
と
と
も
に 

移
り
変
わ
る
学
校
の
姿

　

第
二
次
大
戦
後
の
昭
和
22
（
１
９
４
７
）

年
、
政
府
か
ら
教
育
基
本
法
と
学
校
教
育
法

が
公
布
さ
れ
、
小
・
中
・
高
・
大
を
「
６
・

３
・
３
・
４
制
」
と
す
る
新
た
な
教
育
制
度

が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
同

じ
時
期
、
武
蔵
野
町
は
市
制
を
施
行
し
て
武

蔵
野
市
に
な
り
、
戦
後
の
復
興
、
６
万
人
か

ら
12
万
人
へ
の
人
口
の
急
増
、
さ
ら
に
新
教

育
制
度
の
施
行
と
、
大
き
な
変
革
期
を
迎
え

ま
す
。
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
代
に
入
る

と
、
武
蔵
野
市
長
期
計
画
で
「
教
育
都
市
を

め
ざ
し
て
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら

れ
、
教
育
環
境
の
拡
充
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞

を
受
賞
し
た
物
理
学
者
の
朝と

も

永な
が

振し
ん

一い
ち

郎ろ
う

が
武

蔵
野
市
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
し

ょ
う
か
。
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
か
ら
市

内
に
住
み
、
昭
和
40
年
に
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学

賞
を
受
賞
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
に
武

蔵
野
市
の
名
誉
市
民
に
も
推
挙
さ
れ
ま
し
た
。

市
内
の
小
・
中
学
生
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞

受
賞
の
お
祝
い
の
花
束
を
朝
永
に
渡
す
写
真

が
残
っ
て
い
ま
す
。
朝
永
の
偉
業
は
、
武
蔵

野
市
内
の
子
ど
も
た
ち
や
市
の
理
科
・
科
学

教
育
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

３
つ
の
学
舎
か
ら
は
じ
ま
っ
た
武
蔵
野
市

域
の
市
立
小
学
校
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を

経
て
、
現
在
12
校
に
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治

維
新
後
の
近
代
教
育
は
、
ど
の
よ
う
な
家
の

子
ど
も
で
も
等
し
く
教
育
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
、「
家
や
身
分
と
切
り
離
す
」
教
育
を
目

指
し
ま
し
た
。
戦
後
は
教
育
制
度
の
確
立
に

よ
る
教
育
水
準
の
向
上
が
図
ら
れ
ま
し
た
が
、

い
ま
学
校
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
子
ど

も
が
学
ぶ
場
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
地
域
と

積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
、
地
域
も
ま
た
学

校
と
深
く
関
わ
っ
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

拠
点
と
し
て
の
姿
で
す
。
学
校
と
家
だ
け
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
全
体
で
子
ど

も
の
学
び
や
成
長
を
支
え
て
い
け
る
よ
う
な
、

よ
り
開
か
れ
た
「
地
域
と
の
結
節
点
」
と
し

て
の
学
校
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
の
武
蔵
野
市
の
学
校
の

変
遷
と
携
わ
っ
て
き
た
人
た
ち
の
思
い
を
か

み
し
め
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
と
ま
ち

の
あ
り
方
を
見
つ
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

小
学
校
の
原
点
は 

お
寺
の
寺
子
屋
だ
っ
た

　

小
学
校
が
設
立
さ
れ
る
以
前
の
江
戸
時
代
、

子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
担
っ
て
い
た
の
は
寺

子
屋
で
し
た
。
寺
子
屋
は
「
手
習
塾
」
と
も

呼
ば
れ
、
僧
侶
、
武
士
、
神
官
、
医
者
な
ど

が
師
（
先
生
）
と
な
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に

読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
を
教
え
て
い
ま
し

た
。

　

今
の
武
蔵
野
市
域
に
は
、
か
つ
て
吉
祥
寺

村
、
西
窪
（
西
久
保
）
村
、
関
前
村
、
境
村

の
４
つ
の
村
が
あ
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代

中
期
に
関
前
村
の
延
命
寺
八は

っ
せ
い世

亮り
ょ
う
し
ゅ
ん

春
が
主
催

し
た
の
が
最
も
古
い
塾
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

亮
春
の
没
後
の
宝
暦
11
（
１
７
６
１
）
年
に
、

筆
子
と
呼
ば
れ
る
弟
子
た
ち
が
師
を
し
の
ん

で
境
内
に
建
て
た
「
筆
子
塚
」
が
、
今
も
延

命
寺
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
吉
祥
寺

村
に
は
名
主
の
松
井
十
郎
左
衛
門
（
仙
路
翁

と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
）
が
主
催
し
た
塾
が
あ

り
、
天
保
６
（
１
８
３
５
）
年
、
こ
ち
ら
も

師
を
慕
っ
た
筆
子
た
ち
が
蓮
乗
寺
に
筆
子
塚

を
建
て
、
今
も
境
内
に
「
仙
路
翁
墓
碣
碑
」

と
し
て
現
存
し
て
い
ま
す
。
当
時
か
ら
武
蔵

野
市
域
に
は
子
ど
も
た
ち
の
学
び
の
場
が
あ

り
、
教
え
る
側
と
教
わ
る
側
と
の
間
に
深
い

絆
が
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
す
。

畳
の
上
で
正
座
を
し
て
授
業
を
受
け
た
と
い

い
ま
す
。
学
び
舎
が
お
寺
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、「
お
寺
の
西
北
に
は
閻え

ん

魔ま

大
王
を
祭
っ

た
部
屋
が
あ
り
、
い
た
ず
ら
を
し
た
子
ど
も

は
そ
こ
に
立
た
さ
れ
る
た
め
、
研
磋
学
舎
設

立
当
時
の
子
ど
も
は
非
常
に
行
儀
が
よ
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
」
と
、
研
磋
学
舎
の
流
れ
を

く
む
後
の
第
一
小
学
校
の
記
念
誌
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

当
時
の
農
村
地
域
は
、
経
済
的
に
は
決
し

て
豊
か
と
は
い
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
武
蔵
野

市
域
の
村
で
も
、
生
徒
側
が
払
う
月
謝
や
政

府
か
ら
の
「
小
学
委
託
金
（
後
の
小
学
扶
助

金
、
補
助
金
）」
だ
け
で
は
学
校
の
運
営
費

用
を
ま
か
な
え
ず
、
当
時
、
村
の
管
轄
だ
っ

た
神
奈
川
県
の
助
成
金
や
村
の
伐
木
売
上
金
、

村
民
か
ら
の
集
金
な
ど
を
充
て
て
い
た
と
い

い
ま
す
。
近
代
化
へ
と
向
か
う
世
の
中
に
あ

っ
て
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
分
け
隔

て
な
く
教
育
を
受
け
さ
せ
た
い
と
願
う
人
々

の
大
き
な
期
待
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み

に
明
治
８
（
１
８
７
５
）
年
時
点
で
の
就
学

率
は
、
研
磋
学
舎
が
50
％
、
栄
境
学
舎
が
38

％
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
武
蔵
野
市
域
の
３
つ
の
学
舎
は

時
代
を
経
て
尋
常
小
学
校
や
国
民
学
校
と
名

称
を
変
え
な
が
ら
、
研
磋
学
舎
は
現
在
の
第

一
小
学
校
、
栄
境
学
舎
が
第
二
小
学
校
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

参考文献／『武蔵野市教育史』(武蔵野市教育委員会)、『東京都三多摩郡における梵鐘の供出と帰還』（古橋研一）　　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

学校設立から150年　まちと学校
明治6(1873)年、武蔵野市に小学校が設立されてから、令和5(2023)年で150年を迎えました。

学校が設立される以前の地域での学びの場から、近代的な教育制度による学校の誕生とその後の変遷まで、
今に至る「まちと学校」の歴史を振り返ってみましょう。

　

明
治
に
入
る
と
、
日
本
政
府
は
近
代
国
家

を
目
指
す
べ
く
欧
米
諸
国
の
学
校
制
度
を

取
り
入
れ
、
明
治
５
（
１
８
７
２
）
年
に
公

布
し
た
「
学
制
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
家

に
不
学
の
者
が
い
な
い
よ
う
に
す
る
「
国
民

皆
学
」
を
掲
げ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を

受
け
て
武
蔵
野
市
域
で
は
、
明
治
６
（
１
８

７
３
）
年
、
吉
祥
寺
に
研け

ん

磋さ

学
舎
、
西
窪
と

関
前
に
三さ

ん

省せ
い

学
舎
、
境
に
栄え

い
き
ょ
う

境
学
舎
が
そ
れ

ぞ
れ
誕
生
し
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、
現
在
の
武

蔵
野
市
内
の
公
立
学
校
の
は
じ
ま
り
で
す
。

　

当
初
は
、
寺
子
屋
の
流
れ
か
ら
学
舎
は
お

寺
の
一
角
に
開
か
れ
ま
し
た
。
研
磋
学
舎
は

安
養
寺
を
仮
校
舎
と
し
て
開
校
さ
れ
、
村
の

６
歳
か
ら
12
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
子
ど
も
が

入
学
す
る
は
ず
で
し
た
が
、
実
際
に
入
学
し

た
の
は
そ
の
約
半
数
。
年
齢
の
違
う
男
女
が▲第二尋常小学校（『武蔵野市教育史』より）

▲二宮金次郎像 設計図（武蔵野ふるさと歴史館蔵）

▲朝永振一郎（左）に花束を渡す子どもたち（武蔵野市蔵）
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９
２
３
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市
域
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第
二
次
大
戦
後
の
昭
和
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（
１
９
４
７
）

年
、
政
府
か
ら
教
育
基
本
法
と
学
校
教
育
法

が
公
布
さ
れ
、
小
・
中
・
高
・
大
を
「
６
・

３
・
３
・
４
制
」
と
す
る
新
た
な
教
育
制
度

が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
同

じ
時
期
、
武
蔵
野
町
は
市
制
を
施
行
し
て
武

蔵
野
市
に
な
り
、
戦
後
の
復
興
、
６
万
人
か

ら
12
万
人
へ
の
人
口
の
急
増
、
さ
ら
に
新
教

育
制
度
の
施
行
と
、
大
き
な
変
革
期
を
迎
え

ま
す
。
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
代
に
入
る

と
、
武
蔵
野
市
長
期
計
画
で
「
教
育
都
市
を

め
ざ
し
て
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら

れ
、
教
育
環
境
の
拡
充
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞

を
受
賞
し
た
物
理
学
者
の
朝と

も

永な
が

振し
ん

一い
ち

郎ろ
う

が
武

蔵
野
市
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
し

ょ
う
か
。
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
か
ら
市

内
に
住
み
、
昭
和
40
年
に
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学

賞
を
受
賞
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
に
武

蔵
野
市
の
名
誉
市
民
に
も
推
挙
さ
れ
ま
し
た
。

市
内
の
小
・
中
学
生
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞

受
賞
の
お
祝
い
の
花
束
を
朝
永
に
渡
す
写
真

が
残
っ
て
い
ま
す
。
朝
永
の
偉
業
は
、
武
蔵

野
市
内
の
子
ど
も
た
ち
や
市
の
理
科
・
科
学

教
育
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

３
つ
の
学
舎
か
ら
は
じ
ま
っ
た
武
蔵
野
市

域
の
市
立
小
学
校
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を

経
て
、
現
在
12
校
に
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治

維
新
後
の
近
代
教
育
は
、
ど
の
よ
う
な
家
の

子
ど
も
で
も
等
し
く
教
育
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
、「
家
や
身
分
と
切
り
離
す
」
教
育
を
目

指
し
ま
し
た
。
戦
後
は
教
育
制
度
の
確
立
に

よ
る
教
育
水
準
の
向
上
が
図
ら
れ
ま
し
た
が
、

い
ま
学
校
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
子
ど

も
が
学
ぶ
場
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
地
域
と

積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
、
地
域
も
ま
た
学

校
と
深
く
関
わ
っ
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

拠
点
と
し
て
の
姿
で
す
。
学
校
と
家
だ
け
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
全
体
で
子
ど

も
の
学
び
や
成
長
を
支
え
て
い
け
る
よ
う
な
、

よ
り
開
か
れ
た
「
地
域
と
の
結
節
点
」
と
し

て
の
学
校
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
の
武
蔵
野
市
の
学
校
の

変
遷
と
携
わ
っ
て
き
た
人
た
ち
の
思
い
を
か

み
し
め
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
と
ま
ち

の
あ
り
方
を
見
つ
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

小
学
校
の
原
点
は 

お
寺
の
寺
子
屋
だ
っ
た

　

小
学
校
が
設
立
さ
れ
る
以
前
の
江
戸
時
代
、

子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
担
っ
て
い
た
の
は
寺

子
屋
で
し
た
。
寺
子
屋
は
「
手
習
塾
」
と
も

呼
ば
れ
、
僧
侶
、
武
士
、
神
官
、
医
者
な
ど

が
師
（
先
生
）
と
な
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に

読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
を
教
え
て
い
ま
し

た
。

　

今
の
武
蔵
野
市
域
に
は
、
か
つ
て
吉
祥
寺

村
、
西
窪
（
西
久
保
）
村
、
関
前
村
、
境
村

の
４
つ
の
村
が
あ
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代

中
期
に
関
前
村
の
延
命
寺
八は

っ
せ
い世

亮り
ょ
う
し
ゅ
ん

春
が
主
催

し
た
の
が
最
も
古
い
塾
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

亮
春
の
没
後
の
宝
暦
11
（
１
７
６
１
）
年
に
、

筆
子
と
呼
ば
れ
る
弟
子
た
ち
が
師
を
し
の
ん

で
境
内
に
建
て
た
「
筆
子
塚
」
が
、
今
も
延

命
寺
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
吉
祥
寺

村
に
は
名
主
の
松
井
十
郎
左
衛
門
（
仙
路
翁

と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
）
が
主
催
し
た
塾
が
あ

り
、
天
保
６
（
１
８
３
５
）
年
、
こ
ち
ら
も

師
を
慕
っ
た
筆
子
た
ち
が
蓮
乗
寺
に
筆
子
塚

を
建
て
、
今
も
境
内
に
「
仙
路
翁
墓
碣
碑
」

と
し
て
現
存
し
て
い
ま
す
。
当
時
か
ら
武
蔵

野
市
域
に
は
子
ど
も
た
ち
の
学
び
の
場
が
あ

り
、
教
え
る
側
と
教
わ
る
側
と
の
間
に
深
い

絆
が
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
す
。

畳
の
上
で
正
座
を
し
て
授
業
を
受
け
た
と
い

い
ま
す
。
学
び
舎
が
お
寺
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、「
お
寺
の
西
北
に
は
閻え

ん

魔ま

大
王
を
祭
っ

た
部
屋
が
あ
り
、
い
た
ず
ら
を
し
た
子
ど
も

は
そ
こ
に
立
た
さ
れ
る
た
め
、
研
磋
学
舎
設

立
当
時
の
子
ど
も
は
非
常
に
行
儀
が
よ
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
」
と
、
研
磋
学
舎
の
流
れ
を

く
む
後
の
第
一
小
学
校
の
記
念
誌
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

当
時
の
農
村
地
域
は
、
経
済
的
に
は
決
し

て
豊
か
と
は
い
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
武
蔵
野

市
域
の
村
で
も
、
生
徒
側
が
払
う
月
謝
や
政

府
か
ら
の
「
小
学
委
託
金
（
後
の
小
学
扶
助

金
、
補
助
金
）」
だ
け
で
は
学
校
の
運
営
費

用
を
ま
か
な
え
ず
、
当
時
、
村
の
管
轄
だ
っ

た
神
奈
川
県
の
助
成
金
や
村
の
伐
木
売
上
金
、

村
民
か
ら
の
集
金
な
ど
を
充
て
て
い
た
と
い

い
ま
す
。
近
代
化
へ
と
向
か
う
世
の
中
に
あ

っ
て
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
分
け
隔

て
な
く
教
育
を
受
け
さ
せ
た
い
と
願
う
人
々

の
大
き
な
期
待
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み

に
明
治
８
（
１
８
７
５
）
年
時
点
で
の
就
学

率
は
、
研
磋
学
舎
が
50
％
、
栄
境
学
舎
が
38

％
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
武
蔵
野
市
域
の
３
つ
の
学
舎
は

時
代
を
経
て
尋
常
小
学
校
や
国
民
学
校
と
名

称
を
変
え
な
が
ら
、
研
磋
学
舎
は
現
在
の
第

一
小
学
校
、
栄
境
学
舎
が
第
二
小
学
校
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

参考文献／『武蔵野市教育史』(武蔵野市教育委員会)、『東京都三多摩郡における梵鐘の供出と帰還』（古橋研一）　　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

学校設立から150年　まちと学校
明治6(1873)年、武蔵野市に小学校が設立されてから、令和5(2023)年で150年を迎えました。

学校が設立される以前の地域での学びの場から、近代的な教育制度による学校の誕生とその後の変遷まで、
今に至る「まちと学校」の歴史を振り返ってみましょう。

　

明
治
に
入
る
と
、
日
本
政
府
は
近
代
国
家

を
目
指
す
べ
く
欧
米
諸
国
の
学
校
制
度
を

取
り
入
れ
、
明
治
５
（
１
８
７
２
）
年
に
公

布
し
た
「
学
制
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
家

に
不
学
の
者
が
い
な
い
よ
う
に
す
る
「
国
民

皆
学
」
を
掲
げ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を

受
け
て
武
蔵
野
市
域
で
は
、
明
治
６
（
１
８

７
３
）
年
、
吉
祥
寺
に
研け

ん

磋さ

学
舎
、
西
窪
と

関
前
に
三さ

ん

省せ
い

学
舎
、
境
に
栄え

い
き
ょ
う

境
学
舎
が
そ
れ

ぞ
れ
誕
生
し
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、
現
在
の
武

蔵
野
市
内
の
公
立
学
校
の
は
じ
ま
り
で
す
。

　

当
初
は
、
寺
子
屋
の
流
れ
か
ら
学
舎
は
お

寺
の
一
角
に
開
か
れ
ま
し
た
。
研
磋
学
舎
は

安
養
寺
を
仮
校
舎
と
し
て
開
校
さ
れ
、
村
の

６
歳
か
ら
12
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
子
ど
も
が

入
学
す
る
は
ず
で
し
た
が
、
実
際
に
入
学
し

た
の
は
そ
の
約
半
数
。
年
齢
の
違
う
男
女
が▲第二尋常小学校（『武蔵野市教育史』より）

▲二宮金次郎像 設計図（武蔵野ふるさと歴史館蔵）

▲朝永振一郎（左）に花束を渡す子どもたち（武蔵野市蔵）




