
　

私
が
国
鉄
の
職
員
だ
っ
た
頃
、
宿
舎
が

武
蔵
境
に
あ
っ
た
の
で
武
蔵
野
市
に
住
む

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
長
い
間
こ
の
ま

ち
を
見
て
き
て
い
ま
す
。
武
蔵
野
市
は

ず
っ
と
変
わ
ら
ず
ま
ち
の
至
る
と
こ
ろ
に

緑
が
あ
る
の
が
い
い
で
す
ね
。
一
番
好
き

な
の
は
桜
の
景
色
か
な
、
い
や
秋
の
紅
葉

も
銀い

ち

ょ

う杏
も
キ
レ
イ
で
す
ね
、
甲
乙
つ
け
が

た
い
で
す
（
笑
）。
た
だ
、
ま
ち
の
木
が
か
な

り
老
木
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
手
入

れ
を
し
っ
か
り
し
て
も
ら
っ
て
、
い
つ
ま

で
も
こ
の
景
色
が
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に

気
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ち
並
み
が
整
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
武

蔵
野
市
の
特
徴
で
す
ね
。
道
路
が
よ
く
整

備
さ
れ
て
い
る
の
で
ま
ち
歩
き
も
し
や
す

い
で
す
し
、
絵
に
も
描
き
や
す
い
で
す
。

電
柱
や
電
線
が
邪
魔
だ
と
い
う
声
を
耳
に

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
海
外
の
ま
ち

も
よ
く
絵
に
す
る
私
か
ら
言
わ
せ
て
い
た

だ
く
と
、
電
柱
や
電
線
が
日
本
ら
し
い
風

景
を
つ
く
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
ん
で
す

よ
ね
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
駅
の
絵

を
１
０
０
０
枚
以
上
描
い
て
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
市
内
に
あ
る
吉
祥
寺
駅
や
武
蔵

境
駅
も
描
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
新
し
く

な
っ
た
吉
祥
寺
の
駅
は
外
壁
が
窓
ば
か
り

な
の
で
苦
労
し
ま
し
た
。
絵
に
す
る
の
は

大
変
で
し
た
け
れ
ど
、
駅
は
時
代
と
共
に

移
り
変
わ
っ
て
い
く
歴
史
の
証
明
の
よ
う

な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
新
し
い

吉
祥
寺
の
駅
も
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

連
載
し
て
い
る
『
武
蔵
野
ス
ケ
ッ
チ
物

語
』に
は
、
車
な
ど
で
出
か
け
た
時
に
ひ
ょ

い
っ
と
目
に
つ
い
た
場
所
を
描
い
て
い
ま

す
。
ど
こ
を
切
り
取
っ
て
も
絵
に
な
る
場

所
が
多
い
武
蔵
野
市
で
す
が
、「
す
て
き
な

ま
ち
だ
な
」
と
み
な
さ
ん
に
思
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
１
枚
１
枚
気

持
ち
を
込
め
て
描
い
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

大須賀一雄（おおすかかずお）

1937年生まれ。群馬県出身。

SLの機関助士、電車の運転士

を経て、得意だった英語を使い

通訳と翻訳の仕事に携わる。

絵画の才能にも秀でJR東日本

絵画クラブ初代事務局長を務

める。1992年にJR東日本を退

社後は、水彩画家として活躍。

2001年より本誌にて『武蔵野

スケッチ物語』を連載中。

変わらない場所、変わった場所

どちらも絵になるまち

武蔵野市に長く住み、その変遷を見てきた画家の大須賀さん。

まちを描く目線から、武蔵野市の風景について語っていただきました。

今回は市制施行70周年を記念

し、大須賀一雄さんのサイン入

り塗り絵本を抽選で10名の方

にプレゼント！ 詳しくは本誌折

り込みハガキをご覧ください。

大須賀一雄さん

（水彩画家）


