
              
                     

 
 

そ
の
昔
、
南
部
に
位
置
す
る
谷
保
は
、

農
業
が
盛
ん
で
、
甲
州
街
道
を
中
心
に
民

家
が
立
ち
並
ん
で
お
り
、
明
治
２
２
年
、

３
村
が
合
併
し
、
国
立
市
の
前
身
の
”
谷

保
村
“と
な
り
ま
し
た
。 

大
正
時
代
末
期
、
谷
保
村
は
数
百
戸
の

農
家
が
点
在
す
る
だ
け
で
し
た
が
、
箱
根

土
地
㈱
に
よ
っ
て
山
林
で
あ
っ
た
北
部
の

開
発
が
進
み
、「
理
想
の
文
教
都
市
」
を
目

指
し
、様
々
な
変
遷
を
辿
っ
て
き
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
人
口
は
増
え
、
昭
和
２
６
年

に
谷
保
村
か
ら
国
立
町
と
な
り
、
昭
和
２

７
年
、文
教
地
区
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。 

 
そ
し
て
昭
和
４
０
年
、
富
士
見
台
団
地

の
完
成
に
伴
い
、人
口
が
５
万
人
を
超
え
、

昭
和
４
２
年
、国
立
市
が
誕
生
し
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
国
立
市
は
南
部
と
北
部
の

地
域
が
調
和
し
、
今
日
の
よ
う
な
魅
力
あ

る
ま
ち
と
な
っ
て
い
ま
す
。 
    

昭
和
３
９
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開

催
の
影
響
で
景
気
が
良
く
な
り
、
急
速
に

都
市
化
が
進
ん
だ
こ
と
で
多
摩
地
区
の
自

然
や
文
化
の
破
壊
が
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。 

当
時
の
読
売
新
聞
が
こ
の
ま
ま
で
は
多

摩
の
自
然
と
文
化
が
消
滅
す
る
恐
れ
が
あ

る
と
の
懸
念
か
ら
多
摩
地
区
の
各
市
町
村

に
１
０
万
円
を
寄
付
し
昭
和
４
２
年
（
１

９
６
７
年
）、「
守
る
会
」
が
発
足
さ
れ
た

と
聞
い
て
い
ま
す
。
歴
代
の
会
長
は
谷
保

村
住
民
で
歴
史
、
文
化
、
芸
術
に
は
精
通

し
た
方
ば
か
り
で
す
。 

   

活
動
は
、
板
碑
や
仏
像
の
調
査
、
遺
跡

の
案
内
用
立
札
の
設
置
、
谷
保
天
満
宮
の

津
塀
改
修
工
事
と
そ
の
費
用
捻
出
の
た
め

の
市
内
の
文
化
墨
客
に
よ
る
作
品
展
（
２

回
）、ま
た
当
時
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た

伝
統
行
事
の
塞
の
神
（
ど
ん
ど
焼
）
や
大

瀬
干
し
の
復
活
な
ど
、
国
立
市
に
住
む
子

ど
も
た
ち
に
「
ふ
る
さ
と
意
識
と
郷
土
愛

を
も
っ
て
も
ら
う
」
と
い
う
想
い
か
ら
、

地
域
の
自
然
と
文
化
の
大
切
さ
を
市
民
に

伝
え
る
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

平
成
３
年
よ
り
会
報
の
発
行
や
市
内
各
団

体
と
連
携
に
よ
る
文
化
・
自
然
活
動
、
年

数
回
の
文
化
財
の
見
学
会
な
ど
、
こ
こ
に

挙
げ
る
以
外
に
も
多
岐
に
亘
り
ま
す
。 

   

当
会
は
発
足
か
ら
５
６
年
も
の
歴
史

が
あ
り
、
会
員
は
今
で
も
１
０
０
名
を
超

え
て
い
ま
す
が
、
活
動
を
絶
や
さ
な
い
た

め
に
定
期
的
に
集
ま
り
、
次
回
、
そ
の
先

の
活
動
の
検
討
を
し
て
い
ま
す
。
伝
統
文

化
と
い
う
も
の
は
意
識
し
て
守
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
存
続
が
難
し
い
た
め
、
皆
が
学

び
続
け
る
こ
と
も
、
伝
統
文
化
を
継
承
し

て
い
く
に
は
大
切
な
こ
と
で
す
。 

一
方
で
、
会
員
の
高
齢
化
や
若
い
人
の

会
員
減
少
、
そ
し
て
国
立
の
歴
史
を
理
解

し
て
い
る
会
員
の
減
少
か
ら
、
例
え
ば
伝

統
行
事
で
あ
る
「
ど
ん
ど
焼
」
な
ど
、
事

業
と
し
て
毎
年
開
催
は
で
き
て
い
ま
す
が
、

そ
の
活
動
の
原
点
（
意
味
）
を
知
る
人
が

減
っ
て
い
く
、
つ
ま
り
伝
統
を
維
持
で
き

な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の

繋
が
り
と
い
う
意
味
で
も
、
交
流
の
場
を

増
や
し
、
新
た
な
会
員
を
募
っ
て
継
続
し

て
い
き
た
い
で
す
。 

   

国
立
市
は
歴
史
あ
る
地
域
（
谷
保
村
）

と
北
部
の
開
発
で
生
ま
れ
た
地
域
と
の
融

合
で
あ
り
、
１
０
０
年
間
何
も
変
わ
る
こ

と
な
く
開
発
当
時
の
ま
ち
や
自
然
が
保
護

さ
れ
て
い
る
点
は
魅
力
の
一
つ
で
す
。
ま

た
、
谷
保
天
満
宮
祭
り
な
ど
で
、
地
域
に

限
ら
ず
住
民
の
方
の
一
体
感
が
生
ま
れ
て

き
た
こ
と
も
嬉
し
い
で
す
ね
。 

   

現
在
は
谷
保
地
区
の
有
志
の
方
の
応
援

で
い
ろ
い
ろ
な
事
業
が
展
開
で
き
て
い
ま

す
の
で
、
地
元
の
元
気
な
ご
高
齢
の
方
、

そ
し
て
若
い
方
を
誘
い
参
加
し
て
く
だ
さ

る
こ
と
で
、
健
康
づ
く
り
や
生
き
が
い
づ

く
り
に
貢
献
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。 

一
方
で
開
発
が
進
む
と
農
家
が
減
り
、

自
然
や
文
化
の
維
持
や
当
会
の
活
動
も
難

し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
今
後
も
自
然

や
文
化
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ

を
伝
え
て
い
く
と
と
も
に
、
当
会
員
の
皆

様
が
楽
し
く
活
動
が
で
き
ま
す
よ
う
に
、

精
一
杯
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 国立の自然と文化を守る会 
昭和４２年、開発の波が多摩地域を押し寄せたことに伴い、先人が遺した生活や歴史の尊い文化遺産が失われかけ、それらを保護存知するため
に「国立の自然と文化を守る会」が設立しました。国立に住む子どもたちに「ふるさと意識と郷土愛をもってもらう」という想いから、現在も
地域の自然と文化の大切さを市民に伝える活動を続けています。 

国
立
の
歴
史
に
つ
い
て
（
概
要
） 

ど
の
よ
う
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
か

を
教
え
て
く
だ
さ
い 

活
動
を
継
続
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
工
夫

さ
れ
た
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い 

 

令和５年度国立市市民表彰 教育文化功労  
伝統文化の継承が 

“郷土愛につながる“ 
 

国
立
市
の
自
然
や
文
化
、
伝
統
に
お
け

る
街
の
魅
力
を
教
え
て
く
だ
さ
い 

今
後
の
守
る
会
の
活
動
及
び
展
望
な
ど

あ
り
ま
し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い 

 

国
立
の
自
然
と
文
化
を
守
る
会
（
以
下
、

「
守
る
会
」）
が
設
立
し
た
経
緯
を
教
え

て
く
だ
さ
い 

▲国立の自然と文化を守る会 会長佐藤氏 

 


