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じ
つ
に
ま
た
、
武
蔵
野
第
一
の
特
色
だ
ろ
う

と
自
分
は
し
み
じ
み
感
じ
て
い
る
。
武
蔵
野

を
除
い
て
日
本
に
こ
の
よ
う
な
処
が
ど
こ
に

あ
る
か
。
」
（
『
武
蔵
野
』
よ
り
）

　
独
歩
が
『
武
蔵
野
』
の
作
中
で
具
体
的
に

歩
い
た
ル
ー
ト
と
し
て
記
し
て
い
る
の
は
、

当
時
住
ん
で
い
た
渋
谷
か
ら
鉄
道
で
境
停
車

場
（
今
の
武
蔵
境
駅
）
ま
で
乗
り
、
こ
こ
を

起
点
と
し
て
桜
橋
へ
と
向
か
い
、
そ
こ
に

あ
っ
た
茶
屋
で
一
休
み
し
て
玉
川
上
水
沿
い

を
上
流
へ
歩
く
と
い
う
道
の
り
で
す
。
し
か

し
、
『
武
蔵
野
』
で
描
か
れ
る
の
は
、
風
景

描
写
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
目
と
耳
を

研
ぎ
澄
ま
し
、
武
蔵
野
の
自
然
の
移
ろ
い
を

全
身
で
感
じ
取
り
、
書
き
記
そ
う
と
す
る
独

歩
の
筆
致
は
、
単
に
自
然
の
光
景
だ
け
で
な

く
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
日
常
の
営
み
に

対
す
る
慈
し
み
の
思
い
に
満
ち
て
い
ま
す
。

　
独
歩
は
、
自
然
と
人
々
の
生
活
が
交
わ
る

光
景
こ
そ
が
「
自
分
の
詩
興
を
喚
び
起
こ
す

武
蔵
野
市
在
住
で
は

な
か
っ
た
独
歩
に

武
蔵
野
の
イ
メ
ー
ジ
を

定
着
さ
せ
た
決
定
的
な
1

冊

　
国
木
田
独
歩
が
明
治
31
（
１
８
９
８
）
年
、

雑
誌
『
國
民
之
友
』
に
発
表
し
、
明
治
34

（
１
９
０
１
）
年
に
書
籍
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
『
武
蔵
野
』
は
、
詩
的
な
文
章
で
つ
づ
ら

れ
た
武
蔵
野
の
自
然
賛
歌
と
し
て
今
も
多
く

の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
独
歩
は
明
治

4

（
１
８
７
１
）
年
、
今
の
千
葉
県
銚
子
市

に
生
ま
れ
、
そ
の
後
、
父
の
仕
事
の
関
係
で

広
島
県
や
山
口
県
な
ど
中
国
地
方
を
転
々
と

し
、
武
蔵
野
市
に
住
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
「
独
歩
と
い
え
ば
武
蔵
野
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
1

冊
の
著
作
『
武
蔵
野
』
の
影
響
力
に
他
な
り

ま
せ
ん
。

　
独
歩
は
、
山
口
県
内
で
教
師
生
活
を
経
験

野
』
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。

近
代
化
す
る
明
治
の
日
本
で

都
市
と
自
然
の
両
方
を
愛
し

武
蔵
野
に

「
心
の
ふ
る
さ
と
」
を
見
る

　
「
武
蔵
野
に
散
歩
す
る
人
は
、
道
に
迷
う

こ
と
を
苦
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
ど
の
路
で

も
足
の
向
く
ほ
う
へ
ゆ
け
ば
か
な
ら
ず
そ
こ

に
見
る
べ
く
、
聞
く
べ
く
、
感
ず
べ
き
獲
物

が
あ
る
。
武
蔵
野
の
美
は
た
だ
そ
の
縦
横
に

通
ず
る
数
千
条
の
路
を
当あ

て

も
な
く
歩
く
こ
と

に
よ
っ
て
始
め
て
獲え

ら
れ
る
。
春
、
夏
、
秋
、

冬
、
朝
、
昼
、
夕
、
夜
、
月
に
も
、
雪
に
も
、

風
に
も
、
霧
に
も
、
霜
に
も
、
雨
に
も
、
時

雨
に
も
、
た
だ
こ
の
路
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て

思
い
つ
き
し
だ
い
に
右
し
左
す
れ
ば
随ず

い

処し
ょ

に

吾
ら
を
満
足
さ
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が

し
、
日
清
戦
争
で
は
『
国
民
新
聞
』
の
従
軍

記
者
と
し
て
活
躍
。
帰
国
後
は
渋
谷
村
（
現

在
の
渋
谷
区
）
に
住
み
、
明
治
30
（
１
８
９

７
）
年
、
詩
人
と
し
て
『
独
歩
吟
』
『
山
林
に

自
由
存
す
』
を
発
表
し
ま
す
。
こ
の
頃
、
大

家
の
娘
だ
っ
た
榎
本
治
子
と
恋
仲
に
な
り
、

結
婚
。
独
歩
が
武
蔵
野
を
歩
い
た
時
、
隣
に

は
治
子
が
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、『
武

蔵
野
』
の
作
中
で
は
「
或
友
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
独
歩

の
『
武
蔵
野
』
は
、
小
説
と
随
筆
、
詩
の
間

を
行
き
来
す
る
よ
う
な
、
事
実
と
創
作
が
入

り
混
じ
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
広
ま
っ
た
浪
漫
主
義
と
呼
ば
れ
る

文
学
の
潮
流
に
影
響
を
受
け
、
作
中
で
も
引

用
さ
れ
る
ロ
シ
ア
の
作
家
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
や

イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
ら
に
よ
る

美
し
い
自
然
と
そ
こ
に
垣
間
見
え
る
人
々
の

生
活
の
描
写
か
ら
受
け
た
影
響
が
、
『
武
蔵 詩

情
豊
か
な
筆
致
で
武
蔵
野
の
情
景
を
描
い
た
作
家
・
国
木
田
独
歩
の

『
武
蔵
野
』
が
刊
行
さ
れ
て
２
０
２
１
年
で
１
２
０
年
を
迎
え
ま
し
た
。

武
蔵
野
市
に
建
つ
２
つ
の
独
歩
ゆ
か
り
の
碑
の
意
義
も
考
え
な
が
ら
、

あ
ら
た
め
て
武
蔵
野
市
と
独
歩
の
『
武
蔵
野
』
と
の
つ
な
が
り
を
読
み
解
き
ま
す
。

国
木
田
独
歩
の
『
武
蔵
野
』
か
ら
１
２
０
年

武
蔵
野
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ

取材・文／さくらい伸
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（
以
下
略
）
」
と
い
い
、
「
大
都
会
の
生
活
の

名
残
と
田
舎
の
生
活
の
余
波
が
こ
こ
で
落
ち

あ
っ
て
、
緩
や
か
に
渦う

ず

を
巻
い
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
独

歩
が
『
武
蔵
野
』
を
発
表
し
た
明
治
後
期
は
、

日
本
が
近
代
化
へ
と
向
か
う
真
っ
只
中
。
近

代
化
、
都
市
化
す
る
東
京
に
あ
っ
て
、
進
歩

や
発
展
の
一
方
で
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
「
心
の
中
に
広
が
る
ふ
る
さ
と
の
象
徴
」

と
し
て
武
蔵
野
の
心
象
風
景
を
描
こ
う
と
し

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
独
歩
は
記
者
、
詩
人
、
作
家
と
し
て
だ
け

で
な
く
、
編
集
者
と
し
て
も
才
能
を
発
揮
し

た
人
で
し
た
。
『
武
蔵
野
』
刊
行
の
4

年
後

の
明
治
38
（
１
９
０
５
）
年
、
「
東
洋
唯
一
」

を
う
た
う
日
本
初
の
女
性
誌
と
し
て
誕
生
し
、

50

年
と
武
蔵
野
新
聞
発
行
7

周
年
を
記
念
し

て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
碑
に
は
、
『
武
蔵
野
』

6

章
の
桜
橋
が
登
場
す
る
一
節
が
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。

　
実
は
、
三
鷹
駅
北
口
の
碑
は
昭
和
62
（
１

９
８
７
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
移
転
問

題
が
浮
上
し
て
い
ま
し
た
。
「
店
舗
が
立
ち

並
び
、
自
転
車
の
駐
輪
な
ど
で
雑
然
と
す
る

駅
前
に
武
蔵
野
の
自
然
を
愛
し
た
独
歩
の
碑

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
の
こ
と
か
ら
、
西
久

保
1

丁
目
の
『
野
鳥
の
森
公
園
』
へ
の
移
転

の
請
願
が
市
民
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
。
一
方

で
現
地
存
続
を
主
張
す
る
陳
情
も
提
出
さ
れ
、

武
蔵
野
市
議
会
で
も
審
議
が
重
ね
ら
れ
た
結

果
、
駅
前
の
環
境
整
備
に
力
を
入
れ
ら
れ
た

い
と
の
意
見
を
付
し
て
採
決
さ
れ
、
そ
の
ま

ま
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
に
至
り
ま
す
。

独
歩
の
碑
が
武
蔵
野
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
あ

の
場
所
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
ま
ち
の
景
観
づ

く
り
に
も
影
響
を
与
え
た
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
武
蔵
野

ふ
る
さ
と
歴
史
館
・
公
文
書
専
門
員
の
髙
野

弘
之
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　
都
市
と
自
然
の
両
方
を
愛
し
、
進
歩
や
発

展
だ
け
で
な
く
牧
歌
的
な
人
々
の
生
活
の
中

に
美
を
見
い
だ
し
た
独
歩
。
そ
の
碑
が
投
げ

か
け
た
「
武
蔵
野
ら
し
い
ま
ち
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い
は
、
今
も
私
た
ち
に
残
さ
れ
た

宿
題
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

年
に
建
て
た
も
の
で
す
。
独
歩
の
詩
か
ら
引

用
し
た
『
山
林
に
自
由
存
す
』
の
碑
文
は
作

家
の
武
者
小
路
実
篤
の
書
に
よ
る
も
の
で
、

独
歩
の
肖
像
レ
リ
ー
フ
は
独
歩
の
次
男
で
彫

刻
家
の
佐
土
哲
二
が
手
掛
け
ま
し
た
。
　
　

　
書
家
・
書
道
研
究
家
の
廣
瀬
裕
之
は
、
こ

の
碑
に
『
山
林
に
自
由
存
す
』
の
一
節
が
刻

ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
自
由
に
憧
れ
た

独
歩
の
世
界
を
表
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、

こ
の
一
節
の
な
か
に
武
蔵
野
市
民
の
自
由
と

平
和
へ
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
」
と
著
書
『
刻
さ
れ
た
書
と
石
の
記
憶
』

の
中
で
書
い
て
い
ま
す
。
「
軍
需
工
場
の
建

設
に
よ
っ
て
屋
敷
林
や
多
く
の
畑
や
草
地
が

失
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
自
由
そ
の
も
の
が

束
縛
さ
れ
た
世
の
中
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
が

建
つ
前
の
『
山
林
（
も
と
の
武
蔵
野
の
風
景

い
わ
ゆ
る
武
蔵
野
の
原
風
景
）
の
な
か
に
こ

そ
本
当
の
自
由
が
存
在
す
る
』
と
の
意
味
も

含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
。
」
（
同
書
よ
り
）

　
も
う
１
つ
の
碑
は
、
『
武
蔵
野
』
に
も
登

場
す
る
玉
川
上
水
に
架
か
る
桜
橋
の
た
も
と
、

茶
屋
が
あ
っ
た
辺
り
に
建
つ
「
桜
橋
畔
文
学

碑
」
で
す
。
昭
和
32
（
１
９
５
７
）
年
、
「
武

蔵
野
新
聞
」
の
社
主
・
望
月
清
次
が
発
起
人

と
な
り
、
前
述
の
野
田
宇
太
郎
が
協
力
し
、

民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
ら
そ
う
そ
う
た
る
顔

ぶ
れ
が
世
話
人
に
名
を
連
ね
、
独
歩
の
没
後

今
も
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
誌
と
し
て
続
く
『
婦

人
画
報
』
の
初
代
編
集
長
を
務
め
て
い
ま
す
。

『
婦
人
画
報
』
は
、
近
代
化
へ
と
突
き
進
む

日
本
に
お
い
て
「
理
想
的
な
女
性
像
」
を
発

信
す
べ
く
つ
く
ら
れ
た
画
期
的
な
ビ
ジ
ュ
ア

ル
誌
で
し
た
。
独
歩
が
、
新
し
い
女
性
像
を

提
案
す
る
最
先
端
の
媒
体
の
編
集
長
の
椅
子

に
座
り
な
が
ら
も
、
一
方
で
『
武
蔵
野
』
の

よ
う
な
自
然
を
礼
賛
す
る
作
品
を
手
掛
け
て

い
る
の
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

独
歩
ゆ
か
り
の
碑
が

「
武
蔵
野
ら
し
い
ま
ち
と
は
何
か
」

を
今
も
問
い
続
け
る

　
武
蔵
野
市
内
に
、
独
歩
ゆ
か
り
の
石
碑
が

2

つ
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
つ
は
三
鷹
駅

北
口
の
詩
碑
で
す
。
当
初
は
、
『
武
蔵
野
』

に
も
記
述
が
あ
る
武
蔵
境
駅
前
に
、
と
の
案

も
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
三
鷹
駅
は
武
蔵
野

市
役
所
へ
と
連
な
る
武
蔵
野
市
の
玄
関
口
で

あ
り
、
水
路
が
地
下
化
さ
れ
見
え
な
く
な
っ

て
い
る
も
の
の
、
か
つ
て
独
歩
が
歩
い
た
玉

川
上
水
が
通
っ
て
い
る
場
所
。
独
歩
の
碑
を

建
て
る
に
は
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
と
、
「
文

学
散
歩
」
を
提
唱
し
て
各
地
の
文
学
碑
建
立

に
尽
力
し
、
後
に
武
蔵
野
市
の
教
育
委
員
も

務
め
た
文
芸
評
論
家
・
野
田
宇
太
郎
が
提
唱

し
、
市
が
賛
同
し
て
昭
和
26
（
１
９
５
１
）

参考文献／『刻された書と石の記憶』（廣瀬裕之著）、『武蔵野新聞』（武蔵野新聞社）ほか　　協力／武蔵野ふるさと歴史館

三鷹駅北口の詩碑には「山林に自由存す」と刻まれている


