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「
む
さ
し
野
文
学
館
」
五
周
年
に
寄
せ
て

丹
治　

麻
里
子 

「
む
さ
し
野
文
学
館
」
が
紅
雲
台
に
建
築
さ
れ
た
と
連
絡
を
受
け

た
と
き
、
文
学
館
の
一
員
と
し
て
活
動
し
て
き
た
者
と
し
て
、
大
学

構
内
に
拠
点
が
で
き
た
こ
と
を
大
変
嬉
し
く
思
っ
た
の
を
覚
え
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
拠
点
が
〝
た
だ
の
箱
も
の
〟
で
は
な
く
〝
文

学
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
れ
る
空
間
〟
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
き
ま
し

た
。
足
を
踏
み
入
れ
る
と
目
の
前
に
は
天
井
か
ら
床
ま
で
本
、
本
、

本
。
し
か
も
ロ
フ
ト
ま
で
あ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
寝
転
が
っ
て

ひ
た
す
ら
本
を
読
も
う
か
な
？　

展
示
ス
ペ
ー
ス
の
貴
重
な
資
料
を

じ
っ
く
り
眺
め
て
時
を
過
ご
す
の
も
い
い
な
？　

も
は
や
こ
こ
に
住

ん
で
し
ま
い
た
い
な
？　

…
こ
の
建
物
を
出
る
の
が
惜
し
く
な
る
ほ

ど
、「
む
さ
し
野
文
学
館
」
は
魅
力
的
な
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。
そ

の
「
む
さ
し
野
文
学
館
」
が
五
周
年
を
迎
え
た
と
の
こ
と
、
と
て
も

喜
ば
し
く
思
い
ま
す
。

こ
れ
を
機
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
が
武
蔵
野
文
学
館
の
活
動

に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
や
十
年
以
上
が
経
っ
て
い
る
こ
と
に
気

が
付
き
ま
し
た
。
私
的
な
事
情
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
へ
の
通
学
、

就
職
、
東
京
か
ら
福
島
へ
の
帰
郷
な
ど
）
で
活
動
に
参
加
で
き
な
い

期
間
も
長
く
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
う
し
て
長
く
文
学
館
員

と
し
て
在
籍
し
活
動
さ
せ
て
い
た
だ
け
て
い
る
こ
と
は
、
と
て
も
有

り
難
い
こ
と
で
す
。

活
動
内
容
に
つ
い
て
も
思
い
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
私
が

武
蔵
野
文
学
館
に
迎
え
ら
れ
た
当
時
（
こ
の
と
き
は
「
武
蔵
野
文

学
館
準
備
室
」）、
す
で
に
在
籍
し
て
い
た
在
学
生
・
卒
業
生
の
皆
さ

ん
は
「
土
岐
善
麿
」「
秋
山
駿
」「
黒
井
千
次
」
の
三
名
の
文
学
者
に

関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
班
に
分
か
れ
て
資
料
を
収
集
・
整
理
し
た

り
、
文
献
研
究
を
行
っ
た
り
と
い
う
の
を
主
な
業
務
と
し
て
い
ま
し

た
。
私
は
「
土
岐
善
麿
」
に
つ
い
て
調
査
す
る
班
に
加
入
し
、
資
料

の
コ
ピ
ー
や
整
理
、
新
聞
各
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
の
記
事
検
索
等

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ご
縁
を
い
た
だ
き
三
鷹
市
に
所
在
す

る
「
三
鷹
市
山
本
有
三
記
念
館
」
に
て
臨
時
職
員
と
し
て
数
か
月
勤

務
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
さ
ら
に
は
、
土
岐
善
麿
記
念
公
開
講
座
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特
別
講
演
「
能
と
土
岐
善
麿
『
鶴
』
を
観
る
」（
平
成
二
十
九
年
開
催
）

に
て
雪
頂
講
堂
の
ス
テ
ー
ジ
で
一
般
の
方
々
を
前
に
文
学
館
の
活
動

を
紹
介
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
り
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
は
た
だ
安
閑
と
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
は
お
よ
そ
経
験
で

き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
活
動
の
中
で
も
私
が
一
番
思
い
出
深
い
の
は
、
図
録

の
制
作
で
す
。
武
蔵
野
文
学
館
が
発
行
す
る
初
め
て
の
図
録
『
土
岐

善
麿
・
秋
山
駿
・
黒
井
千
次　

武
蔵
野
の
教
壇
に
立
っ
た
文
学
者
』

の
制
作
担
当
者
の
う
ち
の
一
人
に
加
え
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
ま

た
、
土
岐
善
麿
に
関
し
て
は
原
稿
の
執
筆
も
し
ま
し
た
。
図
録
ど
こ

ろ
か
そ
も
そ
も
本
さ
え
作
っ
た
こ
と
の
な
い
自
分
に
と
っ
て
編
集
作

業
は
未
知
の
領
域
で
、
日
々
Ｐ
Ｃ
の
画
面
と
に
ら
め
っ
こ
を
し
な
が

ら
、「
本
文
の
文
字
の
大
き
さ
と
字
体
は
こ
れ
、
引
用
部
分
は
字
体

を
変
え
る
、
図
版
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
レ
イ
ア
ウ
ト
枠
を
使
っ
て
挿

入
、
扉
の
デ
ザ
イ
ン
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
口
絵
は
別
の
ソ
フ
ト
を

使
っ
て
写
真
と
文
字
を
配
置
し
て
…
」
と
頭
を
必
死
に
回
転
さ
せ
、

主
に
一
太
郎
を
使
用
し
て
版
組
を
し
て
い
ま
し
た
。
文
学
館
員
の
皆

さ
ん
に
は
、
原
稿
だ
け
で
な
く
、
表
紙
な
ど
に
使
用
す
る
絵
を
描
い

て
い
た
だ
い
た
り
、
印
刷
所
に
つ
い
て
は
詳
し
い
方
に
手
配
を
お
任

せ
し
た
り
と
全
員
の
協
力
を
得
、
遂
に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
四
日

に
図
録
が
発
行
さ
れ
た
と
き
は
言
葉
に
で
き
な
い
ほ
ど
感
動
し
、
ま

た
大
き
な
達
成
感
を
味
わ
い
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
文
学
館
で
の
初

め
て
の
大
仕
事
は
、
こ
う
し
て
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

武蔵野文学館初の図録
好評をいただき、「増補版」も刊行した（写真左）

土
岐
喜
麿

秋
山
艤

黒
井
千
次
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た
。
こ
の
図
録
は
い
ま
も
ず
っ
と
手
元
に
大
事
に
保
管
し
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
く
中
で
私
が
い
つ
も
感
じ
て
い
た
の

は
、
文
学
館
員
と
し
て
活
動
す
る
皆
さ
ん
の
た
だ
な
ら
ぬ
熱
意
で
し

た
。
何
を
目
的
と
す
る
の
か
？　

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
？　

そ
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
し
て
発
表
す

る
の
か
？　

な
ど
、
自
ら
考
え
、
発
言
し
、
行
動
す
る
、
そ
の
活
発

で
積
極
的
な
姿
は
私
の
目
に
と
て
も
眩
し
く
映
り
ま
し
た
。
そ
の
姿

に
触
発
さ
れ
、
普
段
は
消
極
的
な
私
で
す
が
、
な
る
べ
く
意
見
を
出

し
た
り
自
ら
進
ん
で
作
業
を
し
た
り
す
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。

苦
労
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
私
は
文
学
館
の

活
動
が
楽
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
時
に
は
張
り
切
り
す
ぎ
て
行
き
過
ぎ

た
発
言
や
行
動
を
し
て
し
ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
点

に
つ
い
て
は
こ
の
場
を
借
り
て
お
詫
び
を
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
私
を

仲
間
と
し
て
共
に
歩
ん
で
く
だ
さ
っ
た
文
学
館
員
の
皆
さ
ん
、
そ
し

て
何
よ
り
、
常
に
文
学
館
員
を
ま
と
め
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
土
屋
忍

教
授
に
、
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
、
武
蔵
野
文
学
館
に
お
け
る
私
自
身
の
現
在
の
活
動
に
つ

い
て
記
し
ま
す
。
主
と
し
て
行
っ
て
い
る
の
は
、
土
岐
善
麿
が
作
詞

し
た
校
歌
に
関
す
る
調
査
で
す
。
土
岐
は
、
特
に
戦
後
に
、
全
国
各

地
の
学
校
か
ら
依
頼
さ
れ
て
校
歌
の
作
詞
を
手
掛
け
て
い
ま
し
た
。

そ
の
情
報
を
で
き
る
限
り
収
集
し
、
保
管
し
、
研
究
す
る
、
と
い
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
文
学
館
に
当
初
か
ら
在
籍
し
指
揮
を
執
っ
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
藤
井
真
理
子
さ
ん
と
共
に
こ
の
作
業
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

い
ま
、少
子
化
に
よ
り
全
国
の
学
校
で
統
廃
合
が
行
わ
れ
て
お
り
、

土
岐
が
作
詞
を
し
た
学
校
も
複
数
が
統
廃
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
現

時
点
で
す
で
に
確
認
し
て
い
ま
す
。
こ
の
数
は
こ
れ
か
ら
も
増
え
、

そ
し
て
歌
わ
れ
な
く
な
っ
た
校
歌
は
残
念
な
が
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
し

ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
土
岐

の
業
績
の
一
つ
で
あ
る
「
校
歌
」
を
急
ぎ
収
集
し
、
そ
し
て
ゆ
く
ゆ

く
は
長
く
残
る
形
に
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。こ

れ
か
ら
も
武
蔵
野
文
学
館
の
発
展
の
た
め
、
尽
力
し
て
参
り
ま

す
。


