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共
に
生
き
る

新
し
き
村
と
武む
し
ゃ
こ
う
じ

者
小
路
実さ
ね
あ
つ篤
の
想
い

　
「
白
樺
派
」
の
代
表
作
家
で
あ
っ
た
文

士
・
武む
し
ゃ
こ
う
じ

者
小
路
実さ

ね
あ
つ篤

が
大
正
７
年
宮
崎
県

児こ

ゆ湯
郡
木き

じ
ょ
う城
村
（
現
木
城
町
）
に
実
篤
の

理
想
に
共
鳴
す
る
同
志
数
10
人
と
共
に
、

「
新
し
き
村
」
を
開
設
し
た
。

　
「
新
し
き
村
」
は
、
労
働
に
い
そ
し
み

つ
つ
、
自
己
を
磨
き
、
お
互
い
を
生
か
し

あ
う
た
め
の
共
同
生
活
の
場
で
あ
る
。
昭

和
14
年
宮
崎
県
の
「
新
し
き
村
」（
日
向

の
村
）
の
一
部
が
ダ
ム
建
設
の
影
響
を
受

け
る
こ
と
と
な
り
、
毛
呂
山
町
へ
移
転
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

実
篤
が
提
唱
し
た
理
想
郷「
新
し
き
村
」

は
、
お
よ
そ
92
年
も
前
に
開
設
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
現
在
に
至
る
ま
で
守
ら
れ

続
け
て
い
る
。
な
ぜ
「
新
し
き
村
」
は
こ

の
よ
う
な
長
い
時
に
わ
た
り
続
い
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
毛
呂
山
町
と
は
ど

の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、「
新
し
き
村
」
と
は
ど
の
よ
う

な
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
か
。

特
集



　

3 2広報もろやま 8月20日号広報もろやま  8月20日号

大
正
７
年
、
武む

し
ゃ
こ
う
じ

者
小
路
実さ

ね
あ
つ篤

は
以
前

か
ら
抱
い
て
い
た
理
想
社
会
に
つ

い
て
の
考
え
を
自
ら
創
刊
に
関
わ
っ
た
雑

誌
『
白
樺
』
な
ど
で
発
表
し
た
。
こ
の
呼

び
か
け
に
全
国
各
地
か
ら
賛
同
者
が
集
ま

り
、
新
し
き
村
の
運
動
が
急
速
に
盛
り
あ

が
っ
た
。
そ
し
て
、
同
年
11
月
に
は
実
践

の
場
と
し
て
宮
崎
県
児こ

ゆ湯
郡
木き

じ
ょ
う城
村
（
現

木
城
町
）
に
新
し
き
村
が
創
設
さ
れ
た
。

当
時
の
社
会
状
況
に
お
い
て
、
階
級
も
身

分
も
超
え
、
本
来
の
人
間
ら
し
い
生
活
を

求
め
る
こ
の
提
唱
は
、
た
い
へ
ん
画
期
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
学
生
時
代
に
夢
中
に

な
っ
た
ト
ル
ス
ト
イ
や
、
華
族
で
あ
り
な

が
ら
農
耕
生
活
を
経
験
し
た
叔
父
勘か

で

の
解
由

小こ
う
じ路
資す

け
こ
と承
の
存
在
が
影
響
し
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
大
正
６
年
の
ロ
シ
ア
革
命
、

翌
年
の
米
騒
動
や
シ
ベ
リ
ア
出
兵
が
起
こ

る
当
時
の
社
会
状
況
や
時
代
背
景
も
少
な

か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

新
し
き
村
の
理
想
は
、
社
会
主
義
で
は

な
く
、
共
生
主
義
・
生
命
主
義
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
れ
は
実
篤
が
自
ら
唱
え
た

『
新
し
き
村
の
精
神
』
の
な
か
に
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
実
篤
は
、
村
は
「
全

世
界
の
人
間
が
天
命
を
全
う
し
、
各
個
人

の
自
我
を
完
全
に
生
長
さ
せ
、
相
互
の
協

力
と
調
和
に
満
ち
た
世
界
の
建
設
を
目
指

し
た
共
同
体
」
と
し
て
い
る
。
人
間
の
内

面
に
あ
る「
自
我
」す
な
わ
ち
自
己
、あ
る

い
は
個
性
と
い
う
も
の
を
完
全
に
生
長
さ

せ
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
目
指
し
、
自

己
を
生
か
し
な
が
ら
も
、他
人
を
尊
重
し
、

共
に
生
き
て
い
く
こ
と
を
謳う
た

っ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
自
分
を
生
か
し
、
他
人
を

尊
重
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
き
、
そ
の
た

め
に
す
べ
て
の
人
が
人
間
ら
し
い
生
活
が

で
き
る
よ
う
に
協
働
す
る
こ
と
を
考
え
た

こ
と
が
、
新
し
き
村
の
設
立
に
い
た
っ
た

理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
篤
は
、

す
べ
て
の
人
が
公
平
に
幸
福
に
な
れ
る
社

会
を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。

新
し
き
村

新しき村と武者小路実篤の想い
特 集 共に生きる

―

そ
れ
は
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て

　
　
　
　

お
よ
そ
画
期
的
な
考
え
方―
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武
者
小
路
家
は
、
江
戸
時
代
初
期
よ

り
京
の
朝
廷
に
仕
え
る
公く

げ家
の
家

系
で
あ
っ
た
。

　

明
治
18
年
５
月
12
日
、
実
篤
は
、
武
者

小
路
家
の
８
人
兄
弟
の
末
っ
子
と
し
て
生

ま
れ
た
。
父
親
は
実
篤
が
２
歳
の
と
き
に

亡
く
な
り
、
母
親
の
手
で
育
て
ら
れ
た
。

　

実
篤
が
育
っ
た
時
代
、
日
本
は
ま
だ
階

級
社
会
で
あ
り
、
実
篤
は
華
族
と
し
て
の

恩
恵
を
受
け
る
立
場
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
実
篤
は
そ
の
よ
う
な
立
場
に
疑
問
を

感
じ
、
負
い
目
す
ら
感
じ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
思
い
を
持
ち
続
け
た
実
篤

は
、
自
身
が
抱
く
理
想
社
会
に
つ
い
て

の
論
考
を
自
ら
が
創
刊
に
加
わ
っ
た
雑

誌
『
白
樺
』
に
発
表
し
た
。
そ
の
反
響
は

大
き
く
、
大
正
７
年
７
月
、
機
関
紙
「
新

し
き
村
」
を
創
刊
し
、
全
国
に
賛
同
者
を

募
る
な
ど
、
具
体
的
な
行
動
を
お
こ
し
て

い
っ
た
。

　
　し

か
し
、
実
篤
の
考
え
方
は
、
当
時

の
文
人
の
な
か
で
、
楽
観
主
義
と

も
い
わ
れ
た
。「
実
篤
の
こ
と
を
楽
観
主

義
と
見
る
人
も
い
ま
す
が
、
実
篤
自
身
、

青
年
期
に
お
い
て
挫
折
、
様
ざ
ま
な
悩

み
、
厳
し
い
こ
と
に
あ
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
経
験
か
ら
、
誰
し
も
悩
み
や
苦

し
み
は
あ
る
も
の
で
、
苦
し
い
時
こ
そ
見

方
を
変
え
、
前
向
き
に
物
事
を
捉と
ら

え
る
こ

と
で
、
苦
し
み
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る

術す
べ

を
見
い
出
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」
と
調
布
市
武
者
小
路
実
篤
記

念
館
首
席
学
芸
員
で
あ
る
福
島
さ
と
み
さ

ん
は
語
っ
て
く
れ
た
。

大
正
７
年
11
月
実
篤
は
、
宮
崎
県

木き
じ
ょ
う城
村
（
現
木
城
町
）
に
土
地
を

ん
な
元
気
に
生
き
よ
う

み「負い目」
か
ら
始
ま
っ
た

調
布
市
武
者
小
路
実
篤
記
念
館

武む
し
ゃ
こ
う
じ

者
小
路
実さ
ね
あ
つ篤
の
人
物
像
に
迫
る

前
向
き
思
考

で
き
な
い
こ
と
は
で
き
な
い
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大
な
信
頼
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
」
と
説
明

し
て
く
れ
た
。

晩
年
、
実
篤
は
、
妻
と
２
人
で
調
布

市
で
過
ご
し
た
。
そ
の
生
活
は
、

原
稿
の
執
筆
や
絵
画
が
中
心
で
、
穏
や
か

な
生
活
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
実

篤
は
、
晩
年
、
老
い
は
負
い
目
で
は
な
く
、

年
を
重
ね
る
こ
と
は
人
間
の
幅
が
広
が
る

こ
と
で
、
む
し
ろ
若
い
人
か
ら
尊
敬
さ
れ

る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
も
実
篤
が
、
物
事
を
悲
観
的
に

捉
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る

言
葉
だ
と
思
い
ま
す
」
と
福
島
さ
ん
は
語

る
。
実
篤
は
、
晩
年
に
『
一
人
の
男
』
と

い
う
長
編
自
伝
小
説
を
書
い
た
。
そ
の
な

得
て
、つ
い
に「
新
し
き
村
」を
創
立
し
た
。

し
か
し
、
村
の
建
設
に
あ
た
っ
た
の
は
農

業
経
験
が
な
い
青
年
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
た
め
、
土
地
の
開
墾
や
家
の
建
築
な
ど

苦
労
の
連
続
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
福
島

さ
ん
は
「
確
か
に
初
め
は
、
苦
労
の
連
続

だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
辛
か
っ
た
と
い
う

話
は
、
不
思
議
と
あ
ま
り
耳
に
し
な
い
ん

で
す
。
実
篤
は
、
で
き
な
い
こ
と
は
無
理

は
さ
せ
ず
、時
に
は
諦あ
き
らめ
る
こ
と
も
勧
め
、

疲
れ
た
ら
休
め
ば
い
い
と
村
の
人
に
言
っ

て
い
た
と
聞
き
ま
す
。
物
事
は
簡
単
に
進

む
も
の
で
は
な
い
の
で
、
進
め
て
い
く
た

め
に
は
、
ま
ず
、
多
く
の
人
の
色
い
ろ
な

考
え
方
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、
当
時

の
村
の
人
か
ら
も
そ
の
懐
ふ
と
こ
ろの

深
さ
か
ら
絶

老
い
は
尊
敬
さ
れ
る
べ
き

か
で
「
み
ん
な
人
間
ら
し
く
、
元
気
に
、

せ
い
い
っ
ぱ
い
生
き
よ
う
」
と
老
い
て
な

お
、
多
く
の
人
た
ち
に
向
っ
て
呼
び
か
け

て
い
た
。

そ
し
て
、
福
島
さ
ん
は
実
篤
記
念
館

の
来
館
者
に
対
し
「
実
篤
記
念
館

に
来
館
し
て
く
だ
さ
る
人
か
ら
は
、
実
篤

の
言
葉
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
、
元
気
づ
け

ら
れ
る
と
い
う
感
想
を
多
く
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
辛
い
こ
と
、
苦
し
い
こ
と
、
そ

し
て
悩
み
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
違
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
実
篤
の
言
葉
で
前

向
き
に
生
き
て
い
け
る
た
め
何
か
を
感
じ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
は
嬉
し
く
思
い
ま

す
。
ま
た
、
多
く
の
人
に
実
篤
の
作
品
を

知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
き

た
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実

篤
自
身
は
、
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
、
出
来

上
が
っ
て
し
ま
っ
た
作
品
に
は
あ
ま
り
興

味
が
な
か
っ
た
よ
う
で
し
た
」
と
笑
顔
で

語
っ
て
く
れ
た
。

実篤の書斎（調布市）。晩年この
場所で画や書の作品を手がけた。

所 在 地／東京都調布市若葉町1－8
　　　　　－30　ｔ03（3326）0648
開館時間／ 9：00～17：00
休 館 日／月曜日（祝日の場合はその翌日）、
　　　　　年末年始
ホームページ／http://www.mushakoji.org/

　武者小路実篤の死後、数々の愛蔵品、遺
品、邸宅などが、ご遺族により調布市に寄
贈され、これらを保存・公開しているのが
武者小路実篤記念館と実篤公園です。
　武者小路実篤記念館では、実篤の原稿や
手紙、画や書、著作をはじめ、愛蔵の美術
品や交友のあった人たちの作品や資料を収
蔵しています。
　隣接する実篤公園は、旧実篤邸のほか、
湧水を水源とし
た大小の池のほ
か花木や野草が
咲き、武蔵野の
風情を感じるこ
とができます。
　

調布市武者小路実篤記念館
首席学芸員　福島さとみさん

武者小路実篤記念館・実篤公園

そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ
て
ほ
し
い

新しき村と武者小路実篤の想い
特 集 共に生きる
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日向新しき村　松田省吾さん

し
む
に
如し

か
ず

楽

日ひ
ゅ
う
が向
新
し
き
村

始
ま
り
の
村
に
生
き
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

武む

者し
ゃ
こ
う
じ

小
路
実さ

ね
あ
つ篤

は
、
日
向
（
今
の
宮

崎
県
）
に
土
地
探
し
の
末
、
大
正

７
年
11
月
同
志
と
「
新
し
き
村
」
の
土
地

に
鍬
入
れ
し
た
。
そ
こ
は
児こ

ゆ湯
郡
木き

じ
ょ
う城

村

（
現
木
城
町
）
大
字
石い
し
が
わ
ち

河
内
字
城じ

ょ
う、

昔
の

城
跡
で
三
方
を
小お
ま
る丸

川
に
囲
ま
れ
た
別
天

地
だ
っ
た
。
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
ら

れ
る
生
活
の
た
め
の
義
務
労
働
は
、
１
日

８
時
間
、
農
業
を
中
心
と
し
て
作
業
を
行

い
、
そ
れ
以
外
は
自
由
時
間
と
し
て
各
自

が
文
学
、
芸
術
、
音
楽
、
演
劇
な
ど
に
親

し
み
、
個
性
を
伸
ば
す
方
針
に
し
た
。

　

新
し
き
村
は
、
村
内
で
生
活
す
る
人
の

村
内
会
員
と
村
内
に
住
ま
な
く
と
も
村
の

精
神
に
賛
同
し
、
村
の
外
で
と
も
に
活

動
す
る
村
外
会
員
と
い
う
二
種
の
会
員

で
成
っ
て
い
た
。
実
篤
自
身
も
開
村
か
ら

お
よ
そ
８
年
間
仲
間
と
共
に
汗
を
流
し
た

が
、
そ
の
後
は
、
村
の
外
に
出
て
村
外
会

員
と
な
り
、盛
ん
な
執
筆
活
動
で
精
神
的
、

経
済
的
に
自
ら
の
理
想
を
支
援
す
る
立
場

に
回
っ
た
。
当
時
の
村
の
活
動
資
金
は
、

ほ
と
ん
ど
が
実
篤
の
執
筆
活
動
に
よ
る
も

の
で
、
ほ
か
に
は
寄
附
と
村
外
会
員
の
会

費
な
ど
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
。

村
の
会
員
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
都

市
で
生
活
し
て
い
た
人
で
、
農
作

業
に
は
不
慣
れ
な
た
め
、
開
墾
、
家
の
建

設
、
水
源
か
ら
水
路
を
引
く
事
業
な
ど
村

の
建
設
に
は
大
変
な
苦
労
が
伴
っ
た
。

　

ま
た
、
村
へ
の
考
え
方
の
違
い
、
共
同

生
活
で
の
人
間
関
係
、
資
金
づ
く
り
、
健

康
な
ど
の
問
題
で
村
を
出
て
行
く
人
も
少

な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
正
末
期
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
灌か
ん
が
い漑
設
備
、
発

電
施
設
、
印
刷
所
な
ど
が
整
備
さ
れ
、
農

業
経
営
も
徐
々
に
軌
道
に
乗
り
か
け
て

い
っ
た
。

実
篤
在
村
時
、
一
時
は
50
人
も
い
た

村
内
会
員
の
な
か
に
は
果
樹
や
養

鶏
な
ど
地
方
に
は
稀ま
れ

な
取
組
で
成
果
の
あ

が
っ
た
分
野
も
見
ら
れ
た
が
、
時
勢
の
影

響
や
会
員
の
事
情
な
ど
で
村
内
生
活
者
は

減
っ
て
い
っ
た
。
昭
和
13
年
、
村
の
肥ひ
よ
く沃

な
土
地
が
水
没
す
る
に
い
た
る
国
策
の
ダ

ム
建
設
が
着
工
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
き
っ

か
け
に
実
篤
は
、
交
通
に
便
利
で
会
員
も

訪
れ
や
す
い
土
地
に
さ
ら
な
る
新
し
き
村

（
東
の
村
・
毛
呂
山
町
）
を
開
設
し
た
。

そ
し
て
戦
後
、
東
の
村
は
、
新
し
き

村
の
本
部
と
し
て
機
能
し
、
日
向

の
村
は
、
誕
生
の
地
と
し
て
残
っ
た
。

日
向
の
村
の
誕
生

東
と
西　

戦
後
の
村

草
創
期
の
苦
労

国
策
ダ
ム
建
設
の
影
響

新しき村創立50周年を祝して木城町が町民
の寄附により建立した碑（白木八重牧場）
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大正９年　新しき村全景（手前は小丸川）平成21年　日向新しき村全景

日向新しき村　武者小路実篤記念館

大正９年　新しき村（日向）
後列左から６人目が実篤

　

昭
和
44
年
、
夜
間
大
学
を
卒お

え
、
新
た

な
勉
強
の
場
と
し
て
東
の
村
に
入
村
生
活

を
し
て
い
た
松
田
省
吾
さ
ん
は
、
日
向
の

村
の
先
達
夫
妻
が
高
齢
期
に
さ
し
か
か
っ

た
の
を
案
じ
、
昭
和
51
年
33
歳
の
時
に
日

向
の
村
に
骨
を
埋
め
る
こ
と
を
決
意
し
、

移
住
し
た
。「
日
向
の
村
は
、
小
舟
で
小

丸
川
を
渡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
絶
海
の
孤
島

の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
し
た
。
し
か
し
、
お

二
人
が
晩
年
を
安
ん
じ
て
暮
ら
し
て
い
た

だ
き
た
く
移
住
し
ま
し
た
。
そ
し
て
一
年

後
に
ヤ
イ
子
さ
ん
（
妻
）
も
移
っ
て
き
ま

し
た
」
と
当
時
を
語
る
。

現
在
松
田
さ
ん
は
、
日
常
農
事
、
村

内
整
備
を
す
る
だ
け
で
な
く
木
城

町
や
地
元
地
区
と
木
工
・
建
築
リ
フ
ォ
ー

ム
、
書
画
、
小
学
校
臨
時
講
師
、
有
機
農

業
実
践
、
放
牧
養
豚
実
験
な
ど
の
協
力

を
、
裁
判
所
と
は
、
少
年
保
護
受
託
の
実

践
協
力
な
ど
で
交
流
し
て
い
る
。「
年
を

重
ね
る
こ
と
で
、
本
当
に
生
長
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
一
個
の
人
間
の
自
分
を
教
材
に

し
て
人
間
を
観か
ん
し
ょ
う照し

て
み
た
い
」
と
い
う

関
心
が
強
か
っ
た
。「
東
の
村
に
い
た
こ

ろ
に
思
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
村

に
必
要
な
建
造
物
は
村
の
人
の
手
で
、
自

分
た
ち
で
で
き
た
ら
い
い
と
思
っ
て
ま
し

た
が
、
そ
れ
が
現
在
自
分
で
造
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
」
と
語
る
。

松
田
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
で

辛
か
っ
た
こ
と
は
な
い
と
言
う
。

「
私
は
若
い
こ
ろ
か
ら
孔
子
の
『
楽
し
む

に
如
か
ず
』
と
い
う
訓お
し

え
に
心
感
じ
て
い

ま
し
た
。
入
村
し
て
間
も
な
く
、
実
篤
先

生
に
『
楽
』
と
い
う
一
字
を
書
い
て
い
た

だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
学
び
も
仕
事

も
齢と
し

を
加
え
て
い
く
人
生
で
さ
え
も
、
節

制
・
養
生
・
真
心
・
勇
気
を
持
ち
楽
し

む
こ
と
で
日
常
が
開
け
て
ゆ
く
と
思
い
ま

す
。『
日
常
の
生
活
の
中
に
火
を　

人
間

の
心
の
内
に
火
を　

た
え
ざ
る
火
を
』
そ

し
て
、『
急
が
ず　

休
ま
ず
』の
心
構
え
で

す
」
と
語
る
。
今
夏
、
知
人
の
子
中
学
２

年
生
の
男
子
が
10
日
間
体
験
入
村
す
る
。

「
長
・
短
期
滞
在
は
昔
も
今
も
珍
し
く
な

い
」
と
松
田
さ
ん
は
「
日
日
新
」
で
あ
る
。

自
分
を
教
材
と
し
て

「
楽
」

山
と
山
と
が
讃
嘆
し
あ
う
よ
う
に

星
と
星
と
が
讃
嘆
し
あ
う
よ
う
に

人
間
と
人
間
と
が
讃
嘆
し
あ
い
た
い
も
の
だ

実
篤
詩
「
君
も
僕
も
美
し
い
」
よ
り
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仲
　
「
新
し
き
村
が
よ
く
な
っ
て

も
近
隣
の
た
め
に
な
ら
な
い

の
で
は
よ
く
な
い
」
と
い
う

の
が
設
立
当
初
か
ら
の
実
篤

の
信
念
だ
っ
た
。
そ
の
た
め

毛
呂
山
町
に
村
が
移
転
し
て

か
ら
も
、
様
ざ
ま
な
人
と
の

交
流
が
村
と
住
民
と
の
間
に

あ
っ
た
。

　

新
し
き
村
は
、
決
し
て
外

部
に
門
を
閉
ざ
し
て
い
る
の

よき事は美しき哉
かな

村と交流をしてきた人たち

中島　栄一さん
Eiichi		Nakajima

　新しき村との付き合いは、父豊作の代からです。近所だったこ
ともあり、よく農業を教えていたようです。村が毛呂山町に来た
ころ、村の人がよくうちに農機具や風呂を借りに来ていたことを
覚えています。また、父が美術館の土地を村に貸したことも新し
き村との関係を深めることになったと思います。父は普段から孫
を連れて、村に遊びに行くことをとても楽しみにしていました。
　私の家では、実篤さんのことを親しみをこめて「ジットクさ
ん」と呼ぶんです。父がそう呼んでいたから私も今でもそう呼ん
でいるんです。今も村とは、近所付き合いをしていますが、年を
重ねることで近所付き合いの大切さを感じるようになりました。
今は毎年のお祭りに行ったり、卵や椎茸を買いに行ったりしてい
ます。

「父は孫を連れて、村へ遊びに行く		
	ことを楽しみにしていました」

山口　満さん
Mitsuru		Yamaguchi

　父貞
てい じ

治は、真面目で誠実な人でした。また、新しき村の村外会
員として、その精神を理解していたと思います。そのため、村か
ら養鶏の指導を頼まれると快く引き受け、よく村に行っていまし
た。その影響もあり、私も子どものころ、紙芝居を見に行った
り、栗拾いをしたりとよく村に遊びに行っていました。
　大人になってからは、自分の家の養鶏が忙しくなり、あまり行
くことは出来なかったのですが、私が結婚をするときに、実篤先
生に絵画を書いていただいたことにとても感銘を受けました。そ
の一

いっぷく

幅は、今でも大切に持っています。実篤先生の絵は、野菜な
ど素朴な素材が多く、特別な親しみを感じています。今後も毛呂
山町と新しき村が共に発展していくことを願っています。

「子どものころ、村へは紙芝居などを
	見によく遊びに行っていました」

INTERVIEW
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小川　孝子さん
Takako		Ogawa

　もう、村との付き合いは、かれこれ30年を過ぎました。始めは
梅の実の剪

せんてい

定を頼まれたのがきっかけだったのですが、以来随分
と長くお付き合いをさせていただいています。
　私は、昔から身体を動かすことが好きで、何より自然が好きで
した。そんな理由もあり、いつの間にか村に来ることが楽しくな
りました。私にとって村は、気が休まる場所であり、一番居心地
のよい場所といえます。現在は、主に売店のお手伝いをさせてい
ただいています。村に来るようになって、いろいろなことを勉強
させていただいただけでなく、いつしか友だちも増えたように思
います。村は、空気はいいし、緑も多い。本当に心安らぐ場所で
す。ぜひ、皆さんに来てもらいたいと思います。

「村は、とても気が休まる場所であり、
	一番居心地がいい場所です」

綾部　有子さん
Yuko		Ayabe

　私は、昭和52年から6年間、新しき村なかよし幼稚園で園児と
一緒に勉強をしました。自分の子どもも自然のなかで伸び伸びと
学ばせてあげたいと考え、なかよし幼稚園に入園させました。な
かよし幼稚園は、園舎こそありましたが、天気のよい日は、屋外
で、それも野山で自然の教材を使い勉強しました。また、園は村
のなかにあったため、運動会のときなどは、村で暮らす人たちが
飛び入りで参加をし、それは賑

にぎ

やかだったことを覚えています。
　なかよし幼稚園は昭和59年に閉園してしまいましたが、私は、
村を多くの皆さんに知っていただきたいと思い、毎年のお祭りで
バザーに参加しています。私にとって、村での経験が、今を生き
るための全てのことを教えてもらったといっても過言ではありま
せん。

「私にとって村は、今を生きるための
	全てを教えてもらった場所です」

で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
隣
地
域

も
よ
く
な
る
こ
と
を
め
ざ
し

て
い
た
た
め
、
農
業
や
養
鶏

の
面
で
は
近
所
の
人
に
助
け

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

村
の
お
祭
り
で
は
珍
し
い
都

会
の
芸
術
を
催
し
、
近
隣
地

域
の
人
た
ち
を
楽
し
ま
せ
た
。

東
の
村
創
立
に
あ
た
っ
て
実

篤
は
、「
村
の
祭
日
は
、
一
番

気
候
の
い
い
時
で
稲
の
収
穫

が
済
ん
だ
時
分
の
日
曜
に
し
、

近
所
の
子
供
や
、
青
年
の
喜

ぶ
よ
う
な
お
祭
り
を
す
る
。」

と
し
、
ま
た
「
・
・（
略
）・
・

祭
日
は
近
所
の
人
を
喜
ば
す

こ
と
を
目
的
と
し
、
近
所
の

人
に
謝
恩
を
心
が
け
る
。」
と

覚
書
に
書
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
時
の
託
児
所
不

足
を
解
決
す
べ
く
、
昭
和
43

年
に
「
新
し
き
村
な
か
よ
し

幼
稚
園
」
を
村
内
に
開
設
し

た
。
幼
稚
園
は
村
内
の
子
ど

も
を
預
か
る
だ
け
で
は
な
く
、

近
隣
地
域
の
子
ど
も
た
ち
も

受
け
入
れ
、
農
業
な
ど
働
く

母
親
た
ち
の
需
要
に
応
え
、

地
域
へ
の
貢
献
を
果
た
し
た
。

こ
の
幼
稚
園
は
昭
和
59
年
ま

で
開
園
し
て
い
た
。

新しき村と武者小路実篤の想い
特 集 共に生きる
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に
咲
く
喜
び

共
東
の
村
の
開
村

と
し
て
の
熟
慮
が
加
わ
っ
て
の
判
断
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

毛
呂
山
町
に
移
転
し
た
新
し
き
村
に

対
し
、
当
初
、
地
元
に
も
不
安
に

思
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の

な
か
で
町
民
と
村
と
の
交
流
を
進
め
た
も

の
に
「
お
祭
り
」
と
「
新
し
き
村
な
か
よ

ダ
ム
建
設
が
具
体
化
す
る
な
か
で
、

実
篤
は
も
っ
と
東
京
に
近
い
土
地

に
「
東
の
村
」
を
開
く
こ
と
を
考
え
た
。

実
篤
が
、
武
蔵
野
一
帯
（
東
京
都
多
摩
地

域
、
神
奈
川
県
、
埼
玉
県
域
）
を
希
望
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
東
武
鉄
道
株
式
会
社
か

ら
現
在
の
土
地
の
斡あ
っ
せ
ん旋
が
あ
っ
た
。ま
た
、

地
元
有
志
の
意
向
も
加
わ
り
、
昭
和
14
年

９
月
毛
呂
山
町
大
字
葛
貫
の
雑
木
林
の
丘

を
購
入
し
た
。

　

東
京
か
ら
電
車
で
約
１
時
間
半
の
地
に

新
し
き
村
を
設
け
た
こ
と
は
、
実
篤
の
村

へ
の
訪
れ
を
頻ひ
ん
ぱ
ん繁

に
し
た
ば
か
り
で
な

く
、
村
外
会
員
が
月
に
一
度
村
に
集
ま

り
、
村
の
建
設
に
携
わ
る
こ
と
も
可
能
に

し
た
。
日
向
の
村
を
創
立
し
た
と
き
、
実

篤
は
33
歳
の
若
者
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と

き
は
54
歳
。
変
わ
ら
ぬ
強
い
信
念
に
壮
年

し
幼
稚
園
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
実
篤
は
、

村
の
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
近
隣
や
社
会

に
貢
献
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

　

村
の
お
祭
り
は
、
創
立
記
念
祭
と
し
て

毎
年
９
月
の
第
三
日
曜
日
に
催
さ
れ
、
現

在
も
行
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
30
年
代
に
は

都
会
的
な
雰
囲
気
が
珍
し
く
、
町
内
外
か

ら
大
勢
の
観
客
が
訪
れ
た
。

　

ま
た
、
な
か
よ
し
幼
稚
園
は
当
初
、
実

村
と
町
民
と
の
交
流

東
の
村
（
毛
呂
山
町
新
し
き
村
）

想
い
を
受
け
継
ぐ
人
た
ち

新しき村なかよし幼稚園の授業風景

昭和14年　東の村での仕事始め（左から7人目が実篤）

新しき村の記念祭には、毛呂山町
からも多くの観客が訪れた
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篤
自
身
が
園
長
を
務
め
て
い
た
。
昭
和
43

年
か
ら
の
16
年
間
で
、
多
く
の
卒
園
者
を

出
し
た
。

そ
し
て
町
民
と
村
と
の
交
流
を
生
む

最
大
の
要
因
と
な
っ
た
の
が
農
業

で
あ
る
。

　

実
篤
は
、
村
の
経
済
基
盤
を
農
業
に
お

き
、
義
務
労
働
と
し
た
。
そ
の
本
意
は
実

篤
が
、
農
本
主
義
と
も
言
え
る
農
業
へ
の

憧
れ
が
あ
り
、
農
業
を
経
済
基
盤
と
し
た

社
会
建
設
を
め
ざ
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
実
篤
は
自
ら
、「
そ
れ
は
百
姓
が
労

働
の
一
番
の
も
と
だ
か
ら
だ
。」
と
表
現

し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
東
の
村
の
土
地
は
、

義
務
労
働

日
向
の
村
の
土
地
と
同
様
に
地
力
の
劣
る

土
壌
で
あ
っ
た
た
め
、
村
民
は
、
苦
難
を

強
い
ら
れ
た
。
特
に
戦
中
戦
後
は
物
資
不

足
で
窮
乏
の
日
々
が
続
い
た
。

　

戦
後
、
国
は
「
新
農
村
建
設
計
画
」
を

策
定
し
、
各
県
に
農
業
改
良
普
及
員
を
配

置
、
戦
後
の
農
業
再
建
に
取
り
組
ん
だ
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
町
に
お
け
る
農
業
改

良
普
及
員
が
村
の
農
業
改
善
に
指
導
を
す

る
傍
ら
、
近
隣
の
人
た
ち
も
援
助
を
行
う

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
見
知
ら
ぬ
土
地

と
農
業
経
験
者
の
少
な
い
村
に
と
っ
て
、

近
隣
農
家
の
協
力
は
心
強
い
も
の
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
篤と
く
し志
・
篤

農
家
の
協
力
に
接
し
、
村
で
は
折
に
触
れ

て
、
感
謝
状
を
贈
る
な
ど
、
謝し
ゃ
い意

を
表
し
、

人
間
的
な
交
流
を
深
め
て
き
た
。
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昭和51年ごろの新しき村（東の村）

戦
後
の
村
の
経
済
基
盤
を
大
き
く
変

え
た
の
は
養
鶏
で
あ
っ
た
。
養
鶏

は
、毛
呂
山
町
が
全
国
に
先
駆
け
て
始
め
、

村
も
ま
た
、
昭
和
24
年
よ
り
開
始
す
る
。

や
が
て
共
同
経
営
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
全

国
に
名
を
馳は

せ
た
。
村
の
養
鶏
の
発
展
も

ま
た
、
毛
呂
山
養
鶏
の
発
展
生
長
と
共
栄

共
存
の
歩
を
進
め
た
。

　

養
鶏
を
始
め
て
10
年
目
の
昭
和
33
年
村

の
収
支
決
算
が
初
め
て
黒
字
に
転
じ
、
念

願
の
自
活
を
達
成
し
た
。
そ
の
後
30
年
近

く
、
養
鶏
の
収
益
は
伸
び
続
け
、
村
の
経

済
基
盤
を
磐ば
ん
じ
ゃ
く石に

し
て
い
っ
た
。
昭
和
60

年
前
後
か
ら
、
養
鶏
は
低
卵
価
に
よ
り
、

不
況
の
影
響
を
受
け
始
め
る
が
、
そ
の
こ

ろ
に
は
、
養
鶏
の
ほ
か
に
も
水
稲
、
椎
茸
、

茶
、
陶
芸
な
ど
が
好
成
績
を
収
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。

新
し
き
村
が
、
毛
呂
山
町
に
移
転
し

て
以
来
、
村
と
町
民
と
の
間
に
様

ざ
ま
な
交
流
が
図
ら
れ
て
き
た
が
、芸
術
、

文
化
の
面
に
お
い
て
も
町
に
与
え
た
影
響

は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

村
の
様
ざ
ま
な
芸
術
や
文
化
に
触
れ
る
機

会
が
増
え
、
そ
の
な
か
で
も
実
篤
の
作
品

と
の
出
会
い
は
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た

と
思
わ
れ
る
。

　

実
篤
は
、
東
の
村
の
時
代
、
村
の
自
然

村
の
養
鶏
。
そ
し
て
、
自
活
へ

町
へ
の
文
化
的
影
響

村に立てる標柱に揮
きごう

毫する実篤
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 寺島　洋さん

　新しき村は、自己を生長させることを目的に、その志を
同様にめざす人たちが共同生活を行う場所です。美術館は
村のなかにありますが、村には、美術館だけでなく他にも
数々の作品があり、そこで働き、生活をしている人もいま
す。本来の意味で村の全てが美術館といえます。
　美術館に来館される方には、ぜひ村を見て回っていただ
き、村の空気を身体で感じ、新しき村とは何なのか、実篤
先生が、ここで何を考えていたのだろうかなどを心で感じ
てもらいたいと思っています。実篤先生の作品は、対象を
よく観察し、自分の気持ちに忠実に表現されています。
そのために人に伝わるものだと思います。村に来ていただ
き、ぜひ、この空気を感じてもらいたいと思います。

「美術館だけではなく、村全体を見て
回って、心で感じてもらいたい」

新しき村美術館長

所 在 地／毛呂山町大字葛貫 423
　　　　　ｔ 049（295）4081
開館時間／10：00 ～ 12：00
　　　　　14：00 ～ 17：00
休 館 日／月曜日（祝日の場合はその翌日）、
　　　　　年末年始

　武者小路実篤記念新しき村美術館は、昭
和54年、新しき村60周年を記念して設立
を決定し、翌55年開館しました。
　美術館は、実篤が提唱し、設立した「新
しき村」のなかに佇

たたず

む美術館です。実篤の
原稿や手紙、画や書などの作品や資料を展
示、収蔵しています。
　また、館内には、図書室も設置され、実
篤の著作をはじ
めとし、実篤と
交流があった人
たちの著作も閲
覧できるように
なっています。

武者小路実篤記念　新しき村美術館 や
村
で
採
れ
た
野
菜
な
ど
を
多
く
描
い
て

い
る
。
日
向
の
村
時
代
の
経
験
か
ら
、
作

物
を
作
り
、
育
て
、
収
穫
す
る
ま
で
の
苦

労
を
知
っ
て
い
る
実
篤
は
、
一
方
で
「
自

然
は
不
思
議
」、「
自
然
の
造
っ
た
も
の
萬

歳
」
と
観
て
讃
美
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

実
篤
は
、
昭
和
51
年
、
90
歳
で
天
寿
を

全
う
す
る
。
そ
れ
か
ら
４
年
後
の
昭
和
55

年
実
篤
の
数
々
の
作
品
や
著
作
を
展
示
・

収
蔵
す
る
新
し
き
村
美
術
館
が
開
館
す

る
。
美
術
館
の
開
館
に
よ
り
、
誰
も
が
気

軽
に
実
篤
の
天
真
な
作
品
を
観
賞
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新
し
き
村
は
、
現
在
も
毛
呂
山
町
葛

貫
の
自
然
豊
か
な
場
所
に
あ
る
。

村
で
は
、
今
も
農
業
が
中
心
で
、
村
で
採

れ
た
米
や
卵
、
椎
茸
な
ど
は
村
内
の
売
店

で
販
売
さ
れ
て
い
る
。
現
在
村
に
は
、
15 

人
の
人
た
ち
が
生
活
を
し
、
開
村
時
か
ら

の
「
新
し
き
村
の
精
神
」
を
心
に
日
々
精

進
し
て
い
る
。

毛
呂
山
町
は
、
平
成
20
年
２
月
、
宮

崎
県
木
城
町
と
友
情
都
市
の
盟
約

を
締
結
し
た
。
そ
れ
以
来
、
毛
呂
山
町
と

木
城
町
と
の
間
に
交
流
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
友
情
都
市
は
、
新
し
き

村
が
取
り
持
っ
た
縁
で
あ
る
。
今
後
、
両

町
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
の

生
長
の
た
め
の
親
善
友
好
交
流
が
続
き
、

深
め
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

村
の
現
状

友
情
都
市
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「
和
而
不
同
」（
和
し
て
同
ぜ
ず
）

と
は
、
孔
子
の
言
葉
で
論
語

に
出
て
き
ま
す
。
実
篤
先
生
は
色
紙
な
ど

に
こ
の
言
葉
を
よ
く
お
書
き
に
な
り
ま

し
た
。
新
し
き
村
の
精
神
に
通
ず
る
言

葉
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。「
君
子
は
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

道
を
進
み
な
が
ら

も
調
和
を
保
つ
」

と
の
解
釈
で
す

が
、
新
し
き
村
で

の
生
き
方
も
こ
の

精
神
で
あ
る
と
私

は
思
い
ま
す
。
ま

た
、
私
は
、
調
和

と
は
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
に
例
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が

独
自
な
音
色

を
奏
で
る
こ

と
の
で
き
る
様
ざ
ま
な
楽
器
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
を
生
か
し
つ
つ
、
豊
か
で
美
し

い
音
色
を
奏
で
る
こ
と
で
ひ
と
つ
の
楽
曲

を
創
り
だ
し
て
い
ま
す
。

私
も
数
年
間
、
村
で
生
活
を
し
ま
し

た
。
当
時
は
全
て
手
作
業
で
開
墾

作
業
を
し
て
い
た
た
め
、
冬
は
毎
晩
の
よ

う
に
手
足
の
あ
か
ぎ
れ
の
手
入
れ
を
し
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
辛
い
と
思
っ
た
こ
と
は

一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
村

は
共
同
生
活
の
た
め
、
仲
間
と
の
調
和
は

大
切
な
こ
と
で
す
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己

の
生
長
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

だ
け
で
な
く
お
互
い
が
生
長
す
る
こ
と
も

意
識
し
て
い
た
た
め
に
、
調
和
が
保
た
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

実
篤
先
生
は
、
よ
く
「
共
に
咲
く
喜

び
」
と
画
賛
に
お
書
き
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
自
己
犠
牲
と
い
う

言
葉
が
お
嫌
い
で
し
た
。
自
分
を
生
か
す

こ
と
が
他
者
の
た
め
に
な
る
。
そ
こ
に
共

に
生
き
る
こ
と
の
喜
び
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
言
葉
に
は
そ
う
い
う
生
き
方
が
込
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
実
篤
先
生
の
理
想
に
賛
同
す
る
多
く

の
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
、
新
し

き
村
が
今
ま
で
続
い
て
い
る
大
き
な
理
由

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
新
し
き
村
の
精

神
に
は
、
人
間
の
あ
り
方
が
記
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
精
神
に
賛
同
す
る

人
が
増
え
て
、
世
界
の
調
和
に
繋
が
れ
ば

私
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

自
己
の
生
長
と
他
者
と
の
調
和

和
而
不
同

し
て
同
ぜ
ず

和
想
い
は
伝
え
ら
れ
、
後
世
へ
と
続
く

共
に
咲
く
喜
び

石川　清
きよあき

明さん
新しき村理事長
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●
取
材
協
力
、
資
料
提
供
（
敬
称
略
・
順
不
同
）

財
団
法
人
新
し
き
村
、
調
布
市
武
者
小
路
実
篤

記
念
館
、日
向
新
し
き
村
、石
川
清
明
、寺
島
洋
、

松
田
省
吾
、福
島
さ
と
み
、中
島
栄
一
、山
口
満
、

綾
部
有
子
、
小
川
孝
子

●
参
考
・
引
用
文
献

「
第
10
回
特
別
展　

武
者
小
路
実
篤
と
新
し
き

村
」
毛
呂
山
町
歴
史
民
俗
資
料
館
、「
新
し
き

村
開
村
90
周
年
記
念　

第
16
回
特
別
展　

実
篤

が
見
た
風
景―

日
向
の
村
・
東
の
村
と
毛
呂
山

の
人
々―

」
毛
呂
山
町
歴
史
民
俗
資
料
館

　

新
し
き
村
が
毛
呂
山
町
に
移
転
し
て
70
年
が
過
ぎ
、
そ
の

間
に
町
民
と
新
し
き
村
と
の
間
に
様
ざ
ま
な
交
流
が
図
ら
れ

て
き
た
。
農
業
や
養
鶏
の
発
展
、
幼
稚
園
の
開
園
、
村
祭
り

の
開
催
な
ど
多
種
多
様
な
分
野
で
新
し
き
村
と
町
と
は
共
に

歩
ん
で
き
た
。

　

武む
し
ゃ
こ
う
じ
さ
ね
あ
つ

者
小
路
実
篤
が
物
質
面
よ
り
も
精
神
の
豊
か
さ
を
唱
え
、

競
争
よ
り
も
共
生
を
提
唱
し
て
築
い
た
新
し
き
村
は
、
今
や

毛
呂
山
町
に
と
っ
て
大
き
な
財
産
と
も
い
え
る
。

　

新
し
き
村
が
開
村
し
て
か
ら
す
で
に
90
年
以
上
の
時
が
流

れ
た
。
し
か
し
、
実
篤
の
想
い
や
実
篤
が
唱
え
た
共
生
の
精
神

は
、
現
代
に
お
い
て
も
朽く

ち
る
こ
と
な
く
生
き
続
け
て
い
る
。

価
値
観
や
考
え
方
が
多
様
化
し
て
も
、
新
し
き
村
と
毛
呂
山

町
は
、
こ
れ
か
ら
も
共
に
生
き
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

『
君
は
君　

我
は
我
也　

さ
れ
ど
仲
よ
き
』

新しき村と武者小路実篤の想い
特 集

新しき村と武者小路実篤の想い
共に生きる

●
今
回
の
特
集
を
作
る
に
あ
た
り
、
取
材
な
ど

に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
、
貴
重
な
資

料
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
に
心
よ
り

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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