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毎月第４月曜日は休館日です

西東京市 今月号の内容
２面… 平和を考える講座、地域で創る教育ネットワー

ク講座、親子体験講座、地域デザイン交流会、
第14 回人形劇フェスタ in 西東京、ロビーコン
サート　ほか

３面…第11回ひばりが丘フェスティバル、防災講座、
青少年講座　ほか

『むさ志野の涙』冒頭部分
提供：武蔵国分寺跡資料館（国分寺市教育委員会） 

　

神こ
う
や
ま
へ
い
ざ
え
も
ん

山
平
左
衛
門
編
著

『
む
さ
志
野
の
涙
』（明
治
18
年
）

　　

こ
の
史
料
に
は
御
門
訴
事
件
の
発

端
か
ら
経
過
が
書
か
れ
て
お
り
、
名

主
た
ち
村
役
人
か
ら
小こ

ま
え前
百
姓
ま

で
の
心
情
と
行
動
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
事
件
を
考
え
る
上
で
、

欠
か
せ
な
い
史
料
で
す
。
こ
の
史
料

が
、
一
九
六
八
年
刊
行
の
『
武
蔵
野

市
史　

続
資
料
編
１
』
の
中
に
収
め

ら
れ
、
だ
れ
も
が
読
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
事
件
の
研

究
が
大
い
に
進
み
ま
し
た
。

　

写
真
は
最
初
の
部
分
で
す
が
、
読

み
下
し
文
で
紹
介
し
ま
す
。

　
「
明
治
十
八
と
い
う
年
の
霜
降
り

月
の
初
め
よ
り
、
予よ

は
所
労
の
た
め

に
一
室
の
内
に
引
き
籠こ

も

り
、
日
々

徒つ
れ
づ
れ然
と
し
て
居
り
け
る
に
、
あ
る
日

退
屈
の
あ
ま
り
童
子
を
呼
び
て
文
庫

を
と
り
寄
せ
反ほ

ご古
を
繰
り
返
せ
し
に
、

其そ

の
内
よ
り
社
倉
一
件
の
控
え
と
題

せ
る
も
の
と
、
明
治
見
聞
誌
と
の
ふ

み
有
る
事
を
（
中
略
）後
世
に
残
さ
ん

と
、
ま
た
後
の
人
々
の
お
笑
い
草
に

も
な
ら
ん
と
所
労
の
窓
下
に
慰
め
が

て
ら
に
書
き
記
す
事
し
か
り
。

嗚あ

あ呼
苛
酷
く
と　

民
は
啼な

き
け
り

　
　

武
蔵
の
野
辺
の　

鳥
な
ら
ね
ど

明
治
十
八
年
の
十
二
月

宇
宙
天
と
ら
雄
識
」

　

最
後
に
あ
る
の
は
、
31
歳
の
内
藤

新
田
神
山
平
左
衛
門
が
用
い
た
独
特

な
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
す
。

　
『
む
さ
志
野
の
涙
』
の
本
文
の
冒

頭
で
は
、
村
の
所
持
高
を
調
べ
上
げ

た
結
果
が
書
か
れ
、
次
に
明
治
２
年

11
月
に
武
蔵
野
新
田
の
村
々
が
出

し
た
「
嘆
願
書
」
が
続
き
ま
す
。
そ

　

公
民
館
だ
よ
り
第
224
号
（
令
和
２
年
1
月
１
日
発
行
）で
、
150
年
前
に
起
き
た
御
門
訴
事
件

に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
今
月
号
で
は
、
増
田
惠
津
子
さ
ん
に
、
人
物
に

焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
史
料
と
史
跡
に
つ
い
て
、
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

し
て
、
そ
の
後
の
県
と
の
や
り
取

り
、
門
訴
の
決
行
、
厳
し
い
弾
圧
な

ど
、
明
治
４
年
３
月
ま
で
の
経
過
が

綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

御
門
訴
事
件
に
関
す
る
記
述
の
最

後
の
部
分
で
は
、
事
件
当
時
の
知
事
、

古
賀
定
雄
が
、
晩
年
、
物
乞
い
の
よ

う
な
姿
で
さ
ま
よ
う
と
い
う
風
聞

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
に
は
、

幕
末
の
武
州
一
揆
の
詳
し
い
顛
末
が

淡
々
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
門
訴
の
時
に
は
16
歳
だ
っ

た
平
左
衛
門
は
、
品
川
県
庁
に
向

か
う
途
中
、
空
腹
の
た
め
食
事
を
摂と

ろ
う
と
中
野
で
寄
り
道
を
し
た
間
に
、

淀
橋
で
迂う

か
い回

し
て
浜
町
へ
向
か
っ
た

仲
間
た
ち
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
と
、

自
身
の
体
験
を
書
い
て
い
ま
す
。
深

夜
の
県
庁
前
で
嘆
願
し
続
け
る
百

姓
た
ち
に
県
の
兵
士
が
襲
い
か
か
り
、

51
人
が
逮
捕
さ
れ
、
双
方
に
負
傷
者

が
出
た
時
の
、
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
描

写
な
ど
は
、
後
か
ら
仲
間
に
聞
い
た

こ
と
で
す
。
そ
の
後
の
苛
酷
な
取
り

調
べ
や
犠
牲
者
の
様
子
は
、
他
の
史

料
で
も
同
様
で
す
。

事
件
の
そ
の
後

　

門
訴
後
、
県
が
12
カ
村
の
高
札
場

に
「
告
諭
」
を
掲
げ
、
社
倉
の
必
要

性
と
そ
れ
を
邪
魔
す
る
者
と
し
て
、

野
中
新
田
名
主
の
高
橋
定さ

だ

え

も

ん

右
衛
門
、

関
前
新
田
名
主
の
井
口
忠ち

ゅ
う
ざ
え
も
ん

左
衛
門
、

上
保
谷
新
田
名
主
の
平
井
伊い

ざ
え
も
ん

左
衛
門
、

内
籐
新
田
名
主
の
治じ

す
け助
な
ど
８
人
の

村
役
人
の
名
を
あ
げ
て
逮
捕
を
始
め

た
こ
と
や
、
若
い
平
井
虎
之
助
や
井

口
庄
司
は
逃
げ
た
け
れ
ど
、
病
身
の

定
右
衛
門
は
２
月
12
日
に
牢
死
し
た

こ
と
、
逃
げ
た
関
野
新
田
の
島
田
国

蔵
（
他
の
史
料
で
は
邦
蔵
）
が
さ
ま

ざ
ま
に
身
な
り
を
変
え
て
弾
正
台
へ

訴
え
た
こ
と
な
ど
を
書
き
残
し
て
い

ま
す
。
定
右
衛
門
の
葬
式
で
は
「
落

涙
致
さ
ざ
る
者
な
く
、
実
に
気
の
毒

千
万
」と
記
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
宿
預
け
に
な
っ
て
い
た
治

助
が
病
弱
な
た
め
、
看
病
に
行
っ
て

い
た
高
杉
六
兵
衞
が
拷
問
の
末
に

32
歳
に
し
て
牢
死
し
た
こ
と
も
詳

し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
拷
問
さ
れ

た
理
由
は
、
明
治
２
年
12
月
20
日
の

真
蔵
院
で
の
「
議
定
書
」
調
印
の
時

に
病
身
の
治
助
の
代
理
で
調
印
し

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
翌
年

４
月
、
死
体
の
引
き
取
り
を
命
じ
ら

れ
た
村
人
が
遺
体
を
伴
い
帰
宅
し

た
と
き
の
記
述
を
読
み
下
し
文
で

紹
介
し
ま
す
。

　
「
家
内
親
族
一
同
死
人
へ
取
り
す

が
り
、
な
き
騒
ぎ
実
に
そ
の
声
家

中
へ
響
き
渡
り
、
涙
を
流
し
頭
を
垂

れ
て
誰
一
人
も
一
言
の
言
葉
も
な
し
。

…
（
中
略
）
…
自
分
は
涙
を
払
い
て

憤
然
声
を
発
し
、
家
内
の
者
を
叱
り

つ
け
、
一
同
よ
、
何
故
に
か
く
泣
き

さ
わ
ぐ
ぞ
、
六
兵
衞
事
故
の
為
に
死

に
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
十
二
カ
村

人
民
の
難
渋
を
救
う
た
め
に
死
に
た

る
者
な
り
。
然し

か

ら
ば
か
え
っ
て
喜
ぶ

べ
き
。
こ
の
あ
り
様
は
実
に
何
事
ぞ

や
、
世
の
中
を
見
よ
。（
後
略
）」　

　

こ
の
言
葉
が
す
べ
て
、
そ
の
場
で

発
せ
ら
れ
た
も
の
か
に
つ
い
て
は

疑
問
が
あ
る
に
し
て
も
、
御
門
訴
事

件
の
後
に
、
平
左
衛
門
が
自
由
党
員

と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
ほ
か

に
も
、
自
由
党
員
に
な
っ
た
事
件
関

係
者
が
国
分
寺
市
に
数
人
い
ま
す
。

彼
ら
が
、
自
由
民
権
運
動
に
加
わ
っ

た
こ
と
に
、
事
件
が
影
響
し
て
い

る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

関
前
新
田
名
主

　
　
　

井
口
忠
左
衛
門

　　

忠
左
衛
門
は
、
こ
の
地
域
の
中
で

事
件
と
最
も
深
く
か
か
わ
っ
た
人
物

と
い
え
ま
す
。
そ
の
理
由
は
三
つ
あ

り
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
県
へ
の
「
建
言
書
」の

提
出
（
明
治
２
年
９
月
）で
す
。
こ
の

中
で
、
忠
左
衛
門
は
、「
万
民
塗
炭
の

苦
し
み
の
根
本
は
、
物
価
高
値
の
憂

い
」に
あ
る
と
い
う
現
状
を
さ
ま
ざ

ま
に
分
析
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
江

戸
か
ら
武
士
が
い
な
く
な
り
下し

も
ご
え肥

や

馬
糞ふ

ん

が
激
減
し
た
こ
と
で
肥
料
が
値

上
が
り
し
、
商
人
が
買
い
占
め
売
り

惜
し
み
を
し
て
い
る
と
い
う
武
蔵
野

新
田
の
問
題
を
あ
げ
、
肥
料
値
下

げ
の
規
則
を
作
る
こ
と
や
、
外
国
貿

易
に
も
「
改
会
所
（
あ
ら
た
め
か
い

し
ょ
）」を
建
て
、
管
理
す
る
こ
と
な

ど
を
提
言
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
武

州
一
揆
や
明
治
２
年
２
月
の
飛
騨
の

梅
村
騒
動
、
同
年
７
、８
月
の
信
州

騒
動
の
風
評
が
伝
わ
っ
た
こ
と
を
記

し
、
こ
の
地
域
で
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
幸
民

（
富
農
）が
貧
民
を
救
う
こ
と
が
大
事

で
、
県
や
政
府
に
は
諸
品
値
下
げ
の

規
則
を
布
告
し
て
ほ
し
い
と
要
望
し

た
の
で
す
。
忠
左
衛
門
は
新
田
村
の

百
姓
が
追
い
詰
め
ら
れ
て
世
直
し
一

揆
に
走
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
の

で
す
。
古
賀
知
事
は
、
こ
の
建
言
書

を
読
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

　

二
つ
目
は
、
村
役
人
主
導
の
県
へ

の
訴
え
の
中
心
と
な
り
、
長
く
厳
し

い
取
り
調
べ
の
末
、
明
治
３
年
２
月

18
日
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
。

　

三
つ
目
は
、
死
後
建
立
さ
れ
た
彼

を
悼
む
倚い

そ
う
ひ

鍤
碑
と
そ
の
案
文
で
す
。

「
倚
鍤
」と
は
鋤す

き

に
寄
り
か
か
り
も
の

思
い
に
ふ
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。

事
件
を
伝
え
る
史
跡
・
倚
鍤
碑

　

門
訴
を
行
っ
た
12
新
田
は
東
西

約
10 

km
、
６
市
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

家
を
守
り
、
村
を
守
る
た
め
に
百
姓

た
ち
は
協
力
し
て
立
ち
上
が
り
ま
し

た
が
、
こ
の
こ
と
を
説
明
し
た
記
念

碑
は
唯
一
、
関
前
新
田
（
現
武
蔵
野

市
八
幡
町
）の
井
口
家
の
門
外
に
あ

る
倚
鍤
碑
だ
け
で
す
。
碑
の
建
立
が

広
く
呼
び
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す

史
料
も
あ
り
ま
す
が
、
す
ぐ
に
は
で

き
ず
、
石
碑
の
裏
側
に
刻
名
さ
れ
た

遺
族
・
村
民
68
人
の
努
力
で
、
明
治

27
年
２
月
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
五

日
市
街
道
沿
い
に
あ
り
、
誰
で
も
そ

の
前
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

井
口
親
子
（
忠
左
衛
門
と
庄
司
）
が

い
か
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か

り
ま
す
。

　

碑
文
は
漢
文
、
348
字
、『
多
摩
の
あ

ゆ
み
』
135
号
（
た
ま
し
ん
地
域
文
化

財
団
）な
ど
に
読
み
下
し
文
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

碑
文
の
文
章
の
作
者
は
自
由
民
権

運
動
で
長
く
活
躍
し
た
中
島
信
行
で

す
。
新
田
村
の
大
半
が
神
奈
川
県
と

な
っ
た
頃
の
約
２
年
間
、
そ
の
知
事

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
御
門
訴
事

件
に
大
い
に
関
心
を
持
ち
、
い
つ
の

こ
と
か
不
明
で
す
が
、
請
わ
れ
て
原

文
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
写
し
は
、

関
前
新
田
だ
け
で
な
く
、
近
隣
地
域

の
旧
家
に
残
っ
て
い
て
、「
案
文
」と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
諸

村
の
人
々
の
「
義
」
を
知
ら
せ
た
い

と
、
人
々
が
拷
問
や
厳
し
い
取
り
調

べ
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
、
役
人
は
民

の
た
め
に
務
め
る
べ
き
こ
と
を
471
字

で
記
し
ま
し
た
。
倚
鍤
碑
の
碑
文
は
、

「
案
文
」の
ま
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

同
じ
中
島
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
実
際

の
碑
文
に
も
、
そ
の
名
残
り
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

む
ご
い
、む
ご
い
と
民
は
泣
い
た
。

 

〜
一
五
〇
年
前
の「
御
門
訴
事
件
」そ
の
２
〜

増
田
惠
津
子
（
御
門
訴
事
件
を
伝
え
て
ゆ
く
会
）

ご　
　

も　
　

ん　
　

そ


