
多摩と遊び
開催期間： 2024年4月25日(木)～2025年3月31日(月)

時代は移り変わっていきますが、いつの時代にも行われて

きた遊び。多摩地域ではどのような遊びが行われてきたの

でしょうか。

第20回目となる今回のWeb展覧会では「多摩と遊び」を

テーマに、子どもに限らず遊びの様子や道具、発掘出土品

など幅広く取り上げてご紹介します。

東京都三多摩公立博物館協議会



三角ベース

よ み：サンカクベース

撮影年：昭和

地 域：武蔵村山市－

所蔵館：武蔵村山市立歴史民俗資料館



じゃんけん

よ    み：ジャンケン

撮影年：昭和

地   域：武蔵村山市－

所蔵館：武蔵村山市立歴史民俗資料館



花一匁

よ   み：ハナイチモンメ

撮影年：昭和

地   域：武蔵村山市－

所蔵館：武蔵村山市立歴史民俗資料館



清瀬なかよし
保育園

よみ：キヨセナカヨシホイクエン

撮影年：1964年10月5日

地域：清瀬市－清瀬市なかよし保育園

所蔵館：清瀬市郷土博物館

キーワード：遊び,清瀬市,保育園,子ども

写真解説
保育園内の遊具で子どもたちが遊ぶ様子です。



野塩団地の公
園①

よ み：ノシオダンチノコウエン

撮影年：1968年頃

地 域：清瀬市－野塩団地

所蔵館：清瀬市郷土博物館

キーワード：遊び,清瀬市,団地,子ども

写真解説

野塩団地内の遊具で子どもたちが遊ぶ様子で
す。ジャングルジムやブランコが見られます。



野塩団地の公
園②

よ   み：ノシオダンチノコウエン

撮影年：1970年頃

地   域：清瀬市－野塩団地

所蔵館：清瀬市郷土博物館

キーワード：遊び,清瀬市,団地,子ども

写真解説

野塩団地内の遊具で子どもたちが遊ぶ様子で
す。ジャングルジムやブランコが見られます。



保育園で遊ぶ
園児たち

よ   み：ホイクエンデアソブエンジタチ

撮影年：1970年

地   域：清瀬市－市内保育園

所蔵館：清瀬市郷土博物館

キーワード：遊び,清瀬市,保育園,子ども

写真解説

園児たちがブランコで遊ぶ様子です。



ローラースケー
ト場

よ   み：ローラースケートジョウ

撮影年：1974年

地   域：清瀬市－中央公園

所蔵館：清瀬市郷土博物館

キーワード：公園,清瀬市,遊び,子ども,

                 ローラースケート

写真解説

かつて中央公園にあったローラースケート場で
子どもたちが遊んでいる様子です。



鉛面子よ   み：ナマリメンコ

撮影年：江戸時代

地   域：町田市－小山

           （多摩ニュータウンNo.335遺跡）

所蔵館：東京都立埋蔵文化財調査センター

写真解説

３～５cmの鉛面子で、厚さは１mm未満である。

主に武者をモチーフにしている。江戸時代の墓

跡と考えられる40号土坑の覆土上層から重なっ

た状態で出土した。一般的に鉛面子は、明治か

ら大正時代に作られるが、新しいものは洋式の

軍人をモチーフにするものが多いことを考えると、

時期的に江戸時代、新しく考えても明治の初頭

のものと考えられる。

鉛面子



よ   み：ハゴイタ

撮影年：江戸時代

地   域：町田市－小山

           （多摩ニュータウンNo.243遺跡）

所蔵館：東京都立埋蔵文化財調査センター

写真解説

板材（松）を加工して作られた羽子板。装飾の痕

跡が見られないので自家製と思われる。江戸時

代から昭和まで利用された水田の脇を流れる

水路から出土した。

羽子板



よ   み：テンジサマノケイダイデ

撮影年：昭和50・1975年

地   域：国立市－谷保天満宮境内

所蔵館：くにたち郷土文化館

写真解説

谷保天満宮の境内で楽し気に遊ぶ子ども達を
撮影した1枚で、昭和51（1976）年正月の国立市
報（第2部新春特集号）の表紙写真として1面を
大きく飾った写真です。 〝とおりゃんせ”をして
遊んでいるのでしょうか、先頭を踊りながら歩く
女の子と、それを見送る子ども達の表情からは、
楽しく遊んでいることがよく分かります。 市報で
は、国立市在住の作家、原田重久氏による「散
りつくした 銀杏落葉をふんで 関所あそびに余
念のないこどもたち」との紹介や、 「国立のよい
子たちも このようなふるさとのふろことの中から
しあわせと生きることのよろこびを そだてていく
のだろう」といった文が添えられて掲載されまし
た。

天神さまの境内で



よ   み：ユタカナシゼンノナカデアソブコドモタチ

撮影年：昭和50・1975年

地   域：国立市－ママ下湧水付近

所蔵館：くにたち郷土文化館

写真解説

ママ下湧水付近で遊ぶ子ども達を写した1枚で、

昭和50（1975）年6月号の市報で「環境週間」を

報じた記事に掲載された写真。 湧水からの水

の流れに住む魚や生き物を捕まえているので

しょう、男女入り混じって水の中の生き物に夢中

といった感じです。ママ下湧水付近は、現在で

も、この当時と似たような景色が繰り広げられて

いる場所でもあります。

豊かな自然のなか
で遊ぶ子どもたち



よ   み：クニタチシチョウシャケンチクヨテイチ

           デノヤキュウ

撮影年：昭和50・1975年

地   域：国立市－現国立市庁舎

所蔵館：くにたち郷土文化館

写真解説

現在の国立市庁舎建築前、建設予定地として
まだ空き地であった時に撮影された1枚で、昭和
50（1975）年11月号の市報1面で「庁舎建設本決
まり」と題した記事に建設予定地として掲載され
た写真。 野球道具を手にした子ども達が写され
ていますが、地面にはダイヤモンドやネクスト
バッターサークルの白線が引かれています。 庁
舎建設前の空き地は当時一面の草原で、南東
寄りは野球ができるようなグラウンドとなってい
たようで、子ども達の格好の遊び場でした。

国立市庁舎建設
予定地での野球



よ   み：ハシャギマワルカッパタチ

撮影年：昭和37・1962年

地   域：清化園プール（現 フレスポ国立南）

所蔵館：くにたち郷土文化館

写真解説

昭和35（1960）年に町営プールとしてオープンし
た清化園プールは、毎年夏になると多くの子ど
も達が押し寄せる超人気スポットでした。 オー
プン当初は25mプールのみでしたが、昭和37
（1962）年には50mプールが新設されます。写真
はその年に撮影された1枚で、新設された50m
プールが奥に写し撮られています。手前の25m
プールは多くの子ども達が泳いでいますが、浮
き輪を持ち込んで泳ぐ姿には、当時のプールの
様子がうかがわれるところです。 同年8月号の
国立町報に掲載された写真で、「ハシヤギまわ
るカツバたち」とタイトルが付されています。

ハシャギまわる
カッパたち



よ   み：ウレシイチビッコヒロバガ

撮影年：昭和42・1967年

地   域：郵政研修所前のちびっこ広場

所蔵館：くにたち郷土文化館

写真解説

「ちびっこ広場」は国立市が空き地を借用し、砂
場や鉄棒などを設置した子どもの遊び場でした。
都市化の進展や交通事故の危険に対し、保護
者の声が届くような近くに、小さな遊び場をつく
ることを目的としていました。 写真は、昭和42
（1967）年、はじめに7カ所完成したちびっこ広場

のひとつで遊ぶ子ども達をとらえています。砂
場で遊ぶ子ども達が楽しそうに笑顔を向けた、
とても素敵な1枚ですが、翌年（昭和43・1968年）

正月号の市報トップに大きく掲載された写真で
す。

うれしいちびっこ
広場が



よ   み：ジドウコウエガデキマシタ

撮影年：昭和40・1965年

地   域：国立市－現 東児童公園（ボンコ園）

所蔵館：くにたち郷土文化館

写真解説

昭和40（1965）年3月に完成した東地区の児童
公園について、その完成を告げた国立町報の
記事に掲載された写真。 手前では子ども達が
シーソーで遊んでいますが、持ち上げられた3人
の表情が何とも楽し気です。 当時の町報による
と、この公園の広さは2,500㎡、ブランコ・シー
ソー・ウンテイが各1台備え付けられオープンし
たようです。 この児童公園には「ぼんこ園」とい
う愛称が地元の方々によって名づけられ、この
愛称は現在まで受け継がれています。 （「ぼん
こ」とは、まだ種の落ちないような松ぼっくりを指
した東北地方の言葉で、幼い子どもという意味
もあるようです）

児童公園ができ
ました



よ   み：クルマヲドウロカラシメダシ

チビッコテンゴク

撮影年：昭和45・1970年

地   域：国立市－国立市北1丁目

所蔵館：くにたち郷土文化館

写真解説

子ども達が車の心配をしないで思い切り遊ぶこ
とができるように、子ども達の夏休み期間であ
る8月中の午後3時から6時までの間、国立市北
1丁目の道路が子ども達に開放されました。写
真には車をしめ出す立て看板と、その脇でワガ
モノ顔で道路を占拠した子ども達が写し撮られ
ています。 遊んでいる最中に撮影者に気づい
て近寄ってきたのでしょう、自転車に乗る子、片
手に飛行機を持つ子などなど、みんな思い思い
の遊びに興じている様子がうかがえます。

車を道路からしめ
出しちびっこ天国



よ   み：オテダマヲスルオンナノコ

撮影年：大正期

地   域：福生市－福生

所蔵館：福生市郷土資料室

写真解説

女の子がお手玉で遊んでいる様子が撮影され
ています。 お手玉は、着物の端切れなどを使っ
て手作りしました。形もざぶとん形、たわら形、
まくら形などの種類があります。

お手玉をする
女の子



よ   み：ハイウツシマスヨ

撮影年：大正14年（1925）

地   域：福生市－熊川

所蔵館：福生市郷土資料室

写真解説

写真左側の女の子が羽子板を、右側の女の子
が羽根を持っています。

ハイ、ウツシマスヨ



よ   み：フッサシュザンガッコウマエ

撮影年：昭和52年（1977）

地   域：福生市－福生

所蔵館：福生市郷土資料室

写真解説

男の子たちが道端でめんこをして遊んでいます。
相手のめんこのそばに自分のめんこをたたきつ
けて風を起こし、相手のめんこを裏返すなどの
遊び方がありました。

福生珠算学校前



よ   み：カミメンコ

撮影年：昭和中頃

地   域：福生市

所蔵館：福生市郷土資料室

写真解説

紙めんこの絵柄は、当初は武将や力士でした
が、戦時中は軍人、昭和中期頃からはアニメや
まんがのキャラクターなど、時代とともに絵柄が
変化しました。

紙めんこ



よ   み：イエノマワリヲアソビバトスルコドモタチ

撮影年：昭和18年

地   域：あきる野市

所蔵館：あきる野市五日市郷土館

家の周りを遊び場
とする子どもたち



よ   み：ノキサキデマリヲツク

撮影年：昭和30年

地   域：あきる野市

所蔵館：あきる野市五日市郷土館

軒先でまりをつく



よ   み：タコアゲ１

撮影年：不明

地   域：あきる野市

所蔵館：あきる野市五日市郷土館

たこあげ１



よ   み：タコアゲ２

撮影年：不明

地   域：あきる野市

所蔵館：あきる野市五日市郷土館

たこあげ２



よ   み：ソリアソビ

撮影年：昭和15年頃

地   域：あきる野市

所蔵館：あきる野市五日市郷土館

そり遊び



よ   み：サイコウジマエデトウリャンセシテアソブ

撮影年：昭和45年頃

地   域：あきる野市

所蔵館：あきる野市五日市郷土館

西光寺前で通りゃ
んせして遊ぶ



よ   み：サイコウジマエデトウリャンセシテアソブ

撮影年：昭和26年

地   域：あきる野市

所蔵館：あきる野市五日市郷土館

多摩橋と川遊び



よ   み：ハコメガネトモリデサカナヲトル

カワアソビ

撮影年：大正12年

地   域：あきる野市

所蔵館：あきる野市五日市郷土館

箱めがねとモリで
魚を捕る川遊び



よ   み：キンロウホウシガオワッテスモウヲトル

撮影年：昭和19年ごろ

地   域：あきる野市

所蔵館：あきる野市五日市郷土館

勤労奉仕が終わっ
て相撲をとる



よ   み：17ネンブリノオオユキデ

ハシャイデアソブコドモタチ

撮影年：昭和43年

地   域：東村山市

所蔵館：東村山ふるさと歴史館

写真解説

昭和43年2月15日の未明から大雪がふり、40セ
ンチ積もりました。一時は交通も途絶するほど
の17年ぶりの大雪でした。子どもたちは雪合戦
をしたり、雪だるまをつくったりと、雪遊びの楽し
さを存分に味わっていました。幸い、市内では
雪による大きな被害はありませんでした。

17年ぶりの大雪で
はしゃいで遊ぶ

子どもたち



よ   み：ゲンザイノシヤクショチュウシャジョウ

ニアッタコドモヨウプール

撮影年：昭和41年

地   域：東村山市－東村山市本町

所蔵館：東村山ふるさと歴史館

写真解説

現在の東村山市役所本庁舎駐車場のところに、
かつて市営児童プールがありました。西武鉄道
新宿線の線路のすぐ脇で、水遊びをしながら電
車もながめられました。プールの広さは長さ18
メートル、幅は広いところで11メートルで、オノの
ような形をしていました。深さは半分が30センチ
メートル、もう半分が60センチメートルでした。夏
の間、毎週土・日曜日の午前10時から午後4時
まで開設され、利用料は無料でした。

現在の市役所駐車場に
あった子ども用プール



よ   み：ユウエンチデアソブコドモタチ

撮影年：昭和38年頃

地   域：日野市－多摩テック

所蔵館：日野市郷土資料館

写真解説

2009年まで日野市程久保にあった、モータース
ポーツをテーマとした遊園地「多摩テック」のアト
ラクションに乗る子どもたちの姿を写した写真で
す。

遊園地で遊ぶ
子どもたち



よ   み：アソビバノコドモタチ

撮影年：昭和42年

地   域：日野市－多摩平保育所

所蔵館：日野市郷土資料館

写真解説 

日野市の広報に掲載された写真。三輪車や自

転車、砂場遊びをする子どもたちの様子が写さ

れています。

遊び場のこども
たち



よ   み：オモチャデアソブコドモ

撮影年：昭和33年

地   域：日野市－多摩平

所蔵館：日野市郷土資料館

写真解説 

空気で膨らむおもちゃで遊ぶ乳幼児の姿が写さ

れています。

おもちゃで遊ぶ
子ども



よ   み：スズメトリ

撮影年：昭和25年

地   域：日野市

所蔵館：日野市郷土資料館

写真解説 

主に男子の間で行われていた遊びです。とらえ
たすずめは、放すか飼うなどしていました。

すずめとり



よ   み：チュウオウヨウチエン

ウンドウジョウノイチブ

撮影年：昭和3年

地   域：八王子市

所蔵館：桑都日本遺産センター

            八王子博物館

写真解説 

中央幼稚園（現・聖公会八王子幼稚園）は、明

治45年（1912）米国宣教師夫人により開園した

歴史ある幼稚園です。この写真は私立中央幼

稚園の新築落成記念の絵葉書のうちの1枚で、

運動場に設置されたブランコなどの遊具と子ど

もたちが写っています。（展示図録『セピア色の

風景』に掲載）

中央幼稚園 運動場の一部



よ   み：チュウオウセンノブリキノオモチャ

撮影年：昭和32年以降

所蔵館：桑都日本遺産センター

            八王子博物館

写真解説 

ブリキのおもちゃは、明治初期に日本に輸入さ
れたのが始まりです。加工が容易だったことか
ら大正・昭和時代になると、日本でオリジナル製
品が数多く誕生します。昭和32年に中央線の新
性能電車が登場し、車体の色が茶色からオレン
ジ色に変更されました。

中央線のブリキのおもちゃ



よ   み：ガーガー

地 域：東大和市－郷土博物館内

所蔵館：東大和市立郷土博物館

写真解説 

かつてのわんぱく小僧たちの大好きな遊び道具
のひとつ、「ガーガー」。坂道を疾走する時の気
持ちは、まさにF1レーサー？ エゴの木を骨組み
に使い、松の木を輪切りにして車輪とします。座
席にする板と、ハンドル代わりの紐を取り付け
て完成。年かさの子どもから、年下の子どもへと
作り方が伝えられ、いらなくなった乳母車の車
輪を使うなど工夫もされました。足と紐を使って
方向を変えることもできる優れものですが、擦り
傷、切り傷、着ているものを破くなんて言うこと
は日常茶飯事だったようです。「また破って！」
「こんなに汚して！」といいながら、元気に遊ぶ
姿をほほえましく思ってみているお母さんの姿も
目に浮かびます。 写真のガーガーは、以前公
民館の事業で、かつてのわんぱく小僧が少年
時代を思い出しながら作ったものです。

ガーガー



よ   み：カミフウセン

地 域：東大和市－郷土博物館内

所蔵館：東大和市立郷土博物館

写真解説 

口をとがらせて、息を吹き込み膨らませた紙風

船はポンポンと軽く打ち上げて遊びます。昭和

30年代半ばまで、筆者の住んでいた地域では、

置き薬を売りに来た富山の薬屋さんが、おまけ

として子供たちに配っていました。写真のような

大きさのものだけでなく、大人の握りこぶし大で、

直方体に近い形をして薬の宣伝が印刷されて

いるものもありました。 今は、レトロな雰囲気を

醸し出している駄菓子屋さんなどで見かけます。

紙風船



よ   み：タチカワケイリンジョウ

撮影年：昭和45（1970）年頃

地 域：立川市－立川競輪場

所蔵館：立川市歴史民俗資料館

立川競輪場



よ   み：タチカワシシエイプール

撮影年：昭和43（1968）年7月14日

地 域：立川市－立川市市営プール

（現在の柴崎体育館）

所蔵館：立川市歴史民俗資料館

立川市市営プール



よ   み：タマガワデノカワアソビ

撮影年：昭和13（1938）年

地 域：立川市－多摩川

所蔵館：立川市歴史民俗資料館

多摩川での川遊び



よ   み：タマガワデノカワアソビ

撮影年：昭和12（1937）年

地 域：立川市－根川

所蔵館：立川市歴史民俗資料館

根川で遊ぶ子ども
たち



よ   み：スナガワブンスイデアソブコドモタチ

撮影年：昭和36（1961）年

地 域：立川市－砂川分水

所蔵館：立川市歴史民俗資料館

砂川分水で遊ぶ子
どもたち



よ   み：スワノモリコウエンデノ

イドウドウブツエン

撮影年：昭和30（1955）年

地 域：立川市－諏訪の森公園

所蔵館：立川市歴史民俗資料館

諏訪の森公園での
移動動物園



よ   み：オウメカイドウ

地 域：小平市

所蔵館：小平市鈴木遺跡資料館

青梅街道



よ   み：ショウネンスモウタイカ

地 域：小平市－小平市花小金井5丁目

所蔵館：小平市鈴木遺跡資料館

少年すもう大会



よ   み：コドモノアソビ ナワトビ

地 域：小平市

所蔵館：小平市鈴木遺跡資料館

子どもの遊び

なわとび



よ   み：コドモノアソビ ヤキュウ

地 域：小平市

所蔵館：小平市鈴木遺跡資料館

子どもの遊び

野球
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