
橋場付近（田無町七丁目３番）
昭和15（1940）年撮影

西東京市中央図書館地域・行政資料室所蔵

田無
昭和35（1960）年撮影

西東京市中央図書館地域・行政資料室所蔵

大根を２回目に洗う時は、サメの皮を
使って大根の皮に筋のような傷をつけま
した。そうすると大根の乾きが早かった
そうです。

橋場は、田無用水が南北二つの水路に分
かれるところで、青梅街道に橋がかけられ
たことが地名の由来といわれています。

帝釈天庚申塔庚申堂

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
主催事業や施設利用などについて、今後中止・
延期となる可能性があります。最新情報につ
いては、公民館にお問い合わせいただくか、市
ホームページでご確認ください。

旧
田
無
の
青
梅
街
道
周
辺
の
地
域

は
井
戸
を
掘
っ
て
も
水
が
湧
か
な
い

と
こ
ろ
で
、
宿
場
が
つ
く
ら
れ
た
後

も
、
人
々
は
朝
夕
、
谷
戸
か
ら
飲
み

水
を
運
ん
で
い
ま
し
た
。

１
６
５
４
年
頃
、
江
戸
の
水
不
足

を
解
消
す
る
た
め
に
多
摩
川
の
水
を

市
中
に
送
る
玉
川
上
水
が
開
削
さ
れ

る
と
、
武
蔵
野
台
地
の
村
々
に
水
を

運
ぶ
い
く
つ
も
の
分
水
路
が
つ
く
ら

れ
ま
し
た
。
田
無
用
水
も
そ
の
一
つ

で
、
１
６
９
６
年
に
現
在
の
小
平
市

小
川
町
の
喜
平
橋
の
付
近
か
ら
分
水

し
て
水
路
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
田
無
宿
場
は
、
安
定
的

に
飲
用
水
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

田
無
で
は
、
雨
が
降
ら
ず
日
照
り

が
続
く
と
、
雨
乞
い
の
祈
り
を
し
て

い
ま
し
た
。
昭
和
20
年
頃
ま
で
行
わ

れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
御
嶽
講
の
代

表
者
が
青
梅
の
御
嶽
神
社
の
奥
に
あ

る
七
重
の
滝
の
水
を
孟
宗
竹
ひ
と
筋

に
も
ら
っ
て
き
て
、
橋
場
で
そ
の
水

を
迎
え
、
神
官
に
祈
祷
し
て
も
ら
っ

た
後
、
田
無
用
水
の
水
を
せ
き
止
め
、

も
ら
っ
て
き
た
水
を
用
水
に
流
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
水
を
か
ぶ
っ
て
体

を
清
め
、
龍
神
様
を
呼
ぶ
た
め
に
、

御
輿
を
担
い
で
田
無
神
社
か
ら
谷
戸

ま
で
練
り
歩
い
た
そ
う
で
す
。
水
は

井
の
頭
の
弁
天
様
か
ら
も
ら
っ
て
く

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

福
泉
寺
（
下
保
谷
三
丁
目
）
境
内

の
小
堂
の
中
に
帝
釈
天
庚
申
が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。
大
正
６（
１
９
１
７
）

年
に
造
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
前
身
は
、

下
保
谷
新
田
鐘
塚
上
（
現
在
の
東
町

二
丁
目
）
の
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い

ま
し
た
。「
鐘
塚
の
庚
申
さ
ま
」
と

村
人
に
親
し
ま
れ
、
庚
申
の
日
に
は

に
ぎ
や
か
な
お
祭
り
が
催
さ
れ
る
な

ど
、
信
仰
の
多
い
石
仏
だ
っ
た
そ
う

で
す
。
失
火
で
焼
失
し
た
た
め
、
信

者
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
第
二
世
が
、

福
泉
寺
の
帝
釈
天
庚
申
で
す
。
昭
和

30
（
１
９
５
５
）
年
に
福
泉
寺
に
遷

座
さ
れ
ま
し
た
。

「
鐘
塚
の
庚
申
さ
ま
」
に
は
、
次

の
よ
う
な
昔
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
畑
で
働

く
働
き
者
の
お
ば
あ
さ
ん
が
い
ま
し

た
。
お
ば
あ
さ
ん
は
耳
が
よ
く
聞
こ

え
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
い
つ
も
話
す
こ
と
が
ト
ン
チ
ン

カ
ン
な
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、

「
ト
ン
チ
ン
カ
ン
バ
バ
ー
」
と
名
が

つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
夏
の
暑
い
日
、
お
ば
あ
さ
ん

は
、「
暑
い
だ
ろ
う
、か
わ
い
そ
う
に
」

と
井
戸
か
ら
汲
ん
で
き
た
冷
た
い
水

を
柄
杓
で
庚
申
さ
ま
の
頭
か
ら
か
け

て
あ
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
小
銭
を

置
い
て
「
耳
を
聞
こ
え
る
よ
う
に
し

て
ほ
し
い
」
と
お
参
り
し
ま
し
た
。

も
う
一
度
か
け
て
あ
げ
よ
う
と
、
井

戸
に
水
を
汲
み
に
行
き
、
柄
杓
に
水

を
入
れ
て
い
る
と
、
柄
杓
の
底
が
抜

け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん

は
、
新
し
い
柄
杓
を
持
っ
て
来
よ
う

と
、
底
の
抜
け
た
柄
杓
を
花
の
所
に

立
て
か
け
ま
し
た
。

そ
の
時
、
通
り
が
か
っ
た
村
人
が

「
ト
ン
チ
ン
カ
ン
バ
バ
ー
、
今
日
も

暑
い
の
に
よ
う
や
る
な
あ
」
と
声
を

か
け
る
と
、
い
つ
も
は
知
ら
ん
ぷ
り

を
し
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん
が
「
ト
ン

チ
ン
カ
ン
バ
バ
ー
と
は
オ
レ
の
こ
と

か
」
と
言
っ
た
の
で
、
村
人
は
び
っ

く
り
し
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん
は
耳

が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

で
す
。
お
ば
あ
さ
ん
は
、
庚
申
さ
ま

が
治
し
て
く
れ
た
と
大
喜
び
で
、
深

く
深
く
頭
を
下
げ
、
し
っ
か
り
と
手

を
合
わ
せ
て
涙
を
流
し
ま
し
た
。

こ
の
話
が
村
か
ら
村
に
伝
わ
っ
て

大
評
判
と
な
り
、
た
く
さ
ん
の
耳
の

悪
い
人
が
こ
の
庚
申
さ
ま
に
願
か
け

に
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
縁
日

に
は
遠
近
の
村
か
ら
多
く
の
人
が
訪

れ
ま
し
た
。
耳
の
病
気
に
効
果
が
あ

る
と
信
じ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
柄
杓
の
底

を
抜
い
て
奉
納
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

※

参
考
資
料

　
『
合
併
記
念
誌
１　

西
東
京
市
む

か
し
ば
な
し
』（
西
東
京
市
中
央
図

書
館
編
集
・
発
行
、
二
〇
〇
三
年
）

　
『
保
谷
の
昔
と
村
人
た
ち
』（
片
桐

譲
著
、
東
京
保
谷
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ

ブ
発
行
、
一
九
九
九
年
）　

　
『
保
谷
市
史
別
冊
二　

保
谷
の
石

仏
と
石
塔
二
』（
保
谷
市
史
編
さ
ん

委
員
会
編
集
、
保
谷
市
役
所
発
行
、

一
九
八
四
年
）

昭
和
以
降
、
旧
田
無
で
も
旧
保
谷

で
も
、
農
家
は
た
く
あ
ん
用
の
大
根

を
作
付
け
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

大
根
の
種
類
は
、
練
馬
大
根
や
秋
早

生
、
リ
ソ
ウ
ダ
イ
コ
ン
な
ど
で
し
た
。

旧
田
無
で
は
、
大
根
を
「
干
し
大

根
」
に
し
て
漬
物
屋
等
に
出
荷
す
る

農
家
が
大
半
で
、
漬
物
に
し
て
出
す

家
は
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

収
穫
し
た
大
根
は
、
ま
ず
楕
円
形

の
大
お
け
で
２
回
洗
い
、
３
回
目
は

す
す
ぎ
洗
い
を
し
ま
し
た
。
洗
っ
た

大
根
は
、
７
〜
８
本
く
ら
い
を
縄
で

連
ね
て
干
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
一
連

と
い
い
ま
し
た
が
、
100
連
つ
く
る
農

家
は
め
ず
ら
し
く
な
く
、
大
根
700
〜

800
本
が
農
家
の
庭
一
面
に
つ
る
さ
れ

た
そ
う
で
す
。
多
い
家
で
は
、
一
冬

３
０
０
０
本
も
干
し
た
そ
う
で
す
。

朝
早
く
棹
に
く
く
り
つ
け
て
干
し
、

夜
は
納
屋
に
取
り
込
み
ま
し
た
。

旧
保
谷
で
は
昭
和
初
期
か
ら
終
戦

ま
で
た
く
あ
ん
漬
け
が
盛
況
で
、
一

時
、
30
軒
以
上
の
た
く
あ
ん
屋
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
。

※

参
考
資
料

『
田
無
市
史　

第
３
巻　

通
史
編
』

『
田
無
市
史　

第
４
巻　

民
俗
編
』

『
保
谷
市
史　

通
史
編　

４　

民
俗
』

お
た
の
し
み
川
柳

今
月
の
お
題
「
結
」

編
集
室
で
は
、
み
な
さ
ま
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
お
近
く
の
公
民
館
に
郵
送
、

メ
ー
ル
、
持
参
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

７
月
号
の
お
題
「
家
」で
す

５
月
22
日
（金）

締　

 

切

・
知
恵
絞
り
出
し
た
結
論
不
採
用 

上
田
　
政
和

・
結
納
金
カ
ー
ド
払
い
の
味
気
な
さ 

ひ
ば
り

・
世
界
中
マ
ス
ク
を
結
び
防
止
策 

太
田
　
照
子

・
古
稀
過
ぎ
て
な
お
も
妻
へ
の
結
び
文 

間
宮
　
直
利

み  

た
け

も
う 

そ
う 

ち
く

き  

と
う

み  

こ
し

せ

わ

だ  

え
ん

さ
お

か
ね   

づ
か

ま
つ

ひ
し
ゃ
く

く

写
真
で
知
る
西
東
京
市
の
む
か
し

田
無
用
水
で

雨
乞
い

大
根
を

干
す
風
景

西
東
京
市
に
伝
わ
る

む
か
し
ば
な
し

耳
を
な
お
す
神
さ
ま

〜
鐘
塚
の
庚
申
さ
ま

　
　
　
福
泉
寺
　
帝
釈
天
庚
申
塔
〜

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

西東京市
5 月 1 日
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