
才
木
幹
夫
さ
ん
は
旧
制
広
島
中
学
校
の
二
年
生
の
時
、
爆
心
地
か
ら

二
、
二
キ
ロ
の
自
宅
で
被
爆
し
た
。
同
じ
学
校
に
通
う
多
く
の
生
徒
が

亡
く
な
る
中
で
、
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
た
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
、
長

年
、
原
爆
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
こ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
九

十
二
歳
に
な
り
原
爆
資
料
館
な
ど
で
被
爆
体
験
を
語
る
広
島
市
の
「
被

爆
体
験
証
言
者
」
と
な
っ
た
。

才
木
幹
夫
さ
ん
に
よ
る
と
「
証
言
者
」
と
な
っ
た
の
は
、
ロ
シ
ア
に

よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
き
っ
か
け
だ
と
言
う
。

才
木
さ
ん
は
二
十
四
日
鳥
取
県
か
ら
修
学
旅
行
で
原
爆
資
料
館
を

訪
れ
た
小
学
六
年
生
四
十
三
人
を
前
に
初
め
て
証

言
し
、
被
爆
直
後
の
広
島
の
光
景
に
つ
い
て
「
腕
の

皮
膚
が
垂
れ
下
が
り
目
を
開
く
こ
と
も
で
き
な
い

人
た
ち
が
水
を
求
め
て
歩
い
て
い
た
」
と
語
っ
た
。

ま
た
、
終
戦
後
も
突
然
、
髪
の
毛
が
抜
け
落
ち
る
人
や
白
血
病
で
亡
く

な
る
人
も
多
く
い
た
と
話
し
た
う
え
で
「
ま
だ
ま
だ
世
界
の
人
々
は
核

の
本
当
の
恐
ろ
し
さ
を
実
感
し
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
本
気
に
な
っ

て
核
の
恐
ろ
し
さ
を
知
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
」

と
訴
え
た
。

平
和
は
相
手
を
力
で
ね
じ
伏
せ
、
従
わ
せ
る
こ
と
で
は
実
現
し
な
い
。

平
和
の
語
源
は
「
穏
や
か
な
状
態
・
静
か
で
の
ど
か
な
状
態
」
で
あ
る
が

「
和
」
の
文
字
か
ら
は
意
味
が
伝
わ
ら
な
い
。「
和
」
の
旧
字
は
「
龢
」
で

あ
り
、「
龠
」(

ヤ
ク)

と
読
み
、「
人
間
が
吐
き
出
す
息
」
を
意
味
し
、
旁
は

「
禾
」(

カ)

と
読
み
「
木
の
管
」
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、「
龢
」
の

本
来
の
意
味
は
「
禾
」
の
木
の
管
に
、「
龠
」
息
を
吹
き
込
む
と
様
々
な

美
し
い
音
色
と
な
る
。
つ
ま
り
、
平
和
と
は
「
笛
の
よ
う
に
異
質
の
も

の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
尊
重
し
、
生
か
し
て
響
き
合
う
こ
と
」
な
の

で
す
。

あ
ら
す
じ
は

越
後
の
国
柏
崎
生
ま
れ
の
主
人
公
市
九
郎
は
、
主
人
で
あ
る
浅
草
田
原

町
の
旗
本
中
川
三
郎
兵
衛
を
斬
っ
て
し
ま
う
。
市
九
郎
は
江
戸
出
奔
か

ら
三
年
目
の
春
、
自
ら
の
罪
業
に
恐
れ
を
な
し
、
美
濃
の
国
の
淨
願
寺

の
明
遍
大
徳
の
慈
悲
に
よ
っ
て
出
家
し
了
海
と
名
乗
り
、
滅
罪
の
た
め

全
国
行
脚
の
旅
に
出
る
。
享
保
九
年
八
月
赤
間
ヶ
関
、
小
倉
を
経
て
川

沿
い
に
あ
る
羅
漢
寺
を
目
指
し
、
樋
田
郷
に
入
っ
た
市
九
郎
は
、
難
所

で
あ
る
鎖
渡
し
で
、
事
故
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
馬
子
の
現
場
に
通
り

か
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
難
所
の
岩
場
を
掘
削
し
て
、
事
故
で
命
を

落
と
す
者
を
救
お
う
と
請
願
を
立
て
る
。
近
在
の
人
は
、
そ
ん
な
市
九

郎
を
狂
癖
の
僧
と
し
て
扱
い
、
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
。
月
日
が
経
っ

て
十
八
年
目
の
終
わ
り
に
、
中
津
藩
の
郡
奉
行
の
計
ら
い
に
よ
り
、
よ

う
や
く
石
工
を
雇
っ
て
、
掘
削
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
旗
本
中
川
三
郎
兵
衛
の
子
中
川
実
之
助
は
、
父
が
死
ん
だ
時

は
三
歳
で
あ
っ
た
。
親
類
の
許
で
教
育
さ
れ
十
三
歳
で
父
の
非
業
の
死

の
顛
末
を
知
る
。
実
之
助
は
柳
生
道
場
に
入
門
し
十
九
歳
で
免
許
皆

伝
、
仇
討
ち
の
た
め
、
二
十
七
歳
ま
で
諸
国
を
遍
歴
し
、
九
州
に
入
っ

て
福
岡
城
下
か
ら
中
津
城
下
に
来
た
。
そ
こ
で
、
市
九
郎
と
素
性
が
一

致
す
る
了
海
と
い
う
僧
が
、
山
国
川
の
難
所
で
艱
難
辛
苦
の
最
中
で
あ

る
こ
と
を
知
り
、
現
場
に
急
行
す
る
。
市
九
郎
は
、
親
の
仇
を
名
乗
る

実
之
助
の
前
で
、
素
直
に
斬
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
が
、
石
工
た
ち
が
必

死
に
止
め
に
は
入
っ
た
た
め
、
石
工
の
頭
領
の
計
ら
い
で
、
洞
門
の
開

通
ま
で
仇
討
ち
は
日
延
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
之
助
は
、
本
懐
を
遂

げ
る
日
を
一
日
で
も
早
め
る
べ
く
、
石
工
た
ち
に
交
じ
っ
て
掘
削
を
始

め
た
。
市
九
郎
が
掘
り
始
め
て
二
十
一
年
目
、
実
之
助
が
来
て
一
年
六

ヶ
月
、
よ
う
や
く
洞
門
は
開
通
す
る
。
約
束
通
り
市
九
郎
は
実
之
助
に

自
分
を
打
た
せ
よ
う
と
す
る
が
、
市
九
郎
の
大
慈
大
悲
に
心
を
打
た
れ

た
実
之
助
は
仇
討
ち
の
心
を
捨
て
、
市
九
郎
に
縋
り
付
い
て
号
泣
す
る

の
だ
っ
た
。

宝清寺 東京都あきる野市小川101番地 電話 042-558-2663 FAX 042-558-2693

た ち ば な 新 聞 令和６年 7 月１日発行 第１２８号

発行所 宝清寺

〒197-0821

東京都あきる野市小川101

電話 04 2 -5 5 8 -2 6 63

し
か
し
、
日
本
人
の
祖
先
は
自
然
に
は

勝
て
な
い
の
で
、
自
然
を
よ
く
観
察
し
て
、
〃
自
然
に
順
応
す
る
〃

こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
自
然
に
対
応
し
て
生
き
て
来
た
。

東
京
は
毎
年
、
夏
が
台
風
シ
ー
ズ
ン
だ
っ
た
の
で
、
台
風
の
風
当
た

り
を
防
ぐ
防
風
林
と
し
て
ケ
ヤ
キ
を
植
え
た
。
ケ
ヤ
キ
は
落
葉
高
樹

で
あ
り
、
夏
に
は
葉
が
生
い
茂
り
、
冬
に
は
落
葉
し
て
枝
だ
け
に
な

る
。
関
東
以
北
の
冬
は
長
く
、
必
要
な
の
は
〃
日
照
〃
で
あ
る
。
常

緑
樹
だ
と
、
冬
も
葉
が
生
い
茂
っ
て
い
て
、
風
ば
か
り
か
光
も
通
さ

な
い
。
ケ
ヤ
キ
は
冬
の
時
期
は
枝
だ
け
を
残
し
て
、
葉
を
落
と
す
か

ら
日
光
を
遮
ら
な
い
の
で
、
防
風
林
に
ケ
ヤ
キ
を
使
用
し
た
の
で
あ

る
。
今
も
、
五
日
市
街
道
を
包
む
よ
う
に
ケ
ヤ
キ
並
木
が
林
立
し
て

住
職
ひ
と
口
法
話
第
七
十
七
回

い
る
が
、
先
祖
の
自
然
へ
の
順
応
で
あ
る
。

〃
征
服
〃
で
は
な
く
〃
順
応
〃
す
る
日
本
人
の
智
慧
は
、
他
に

も
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市
の
材
木
座
と
由
比
ヶ
浜
の
橋
の
あ
る
と
こ
ろ

に
、
七
百
年
前
に
作
ら
れ
た
防
波
堤
が
あ
る
。
防
波
堤
と
い
え
ば
、

私
た
ち
は
す
ぐ
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
巨
大
な
壁
を
思
い
浮
か
べ
る
。

こ
れ
は
西
洋
の
防
波
堤
の
発
想
で
波
力
で
あ
る
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
計
算
し
、
そ
の
力
よ
り
も
強
い
壁(

防
波
堤)

を
作
る
。
〃
自
然

を
征
服
で
き
る
〃
と
い
う
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
智
慧
だ
と
思
わ
れ

る
が
、
日
本
人
の
先
祖
は
、
平
た
い
石
の
板
や
ご
ろ
た
石
を
積
み
重

ね
て
防
波
堤
を
十
二
、
八
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
作
っ
た
。
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
ほ
ぼ
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
分
散
さ
せ
、
吸
収
さ
れ
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
。
満
潮
時
に
は
こ
の
防
波
堤
は
海
中
に
没
し
て
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
相
当
強
い
波
が
来
て
も
、
海
岸
近
く
で
は
、
ゆ
っ

た
り
と
静
か
な
流
れ
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
執
権
北

条
泰
時
の
と
き
往
阿
弥
と
い
う
僧
を
中
心
に
作
っ
た
も
の
で
〃
和

賀
江
ノ
堤
〃
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
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そ
の
と
き
釈
尊
は
菩
薩
に
語
っ
た
。

「
よ
く
承
知
し
て
お
き
な
さ
い
。
法
華
経

を
持
つ
男
女
の
出
家
者
や
在
家
の
も
の
た

ち
に
、
悪
口
を
言
い
罵
る
も
の
た
ち
は
、

大
き
な
罪
の
報
い
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

ま
た
法
華
経
を
持
つ
も
の
の
功
徳
は
、
眼

と
耳
と
鼻
と
舌
と
身
と
意
が
清
ら
か
に
な

こ
こ
ろ

る
の
で
あ
る
。
得
大
勢
よ
、
無
量
阿
僧
祇

劫
の
は
る
か
な
昔
、
威
音
王
如
来
と
い
う

い

お
ん
お
う

仏
が
い
た
。
時
代
は
離
衰
と
い
い
、
国
は

り

す

い

大
成
と
い
っ
た
。
威
音
王
如
来
は
天
、
人
、

た
い
せ
い

阿
修
羅
の
た
め
に
法
を
説
き
、
声
聞
を
求

め
る
も
の
に
は
四
諦
の
法
を
説
い
て
、
生
、

老
、
病
、
死
を
離
れ
さ
せ
、
辟
支
仏
を
求

び
や
く
し
ぶ
つ

め
る
も
の
に
は
十
二
因
縁
の
法
を
説
き
、

菩
薩
の
た
め
に
は
六
波
羅
蜜
の
法
を
説
い

て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
い
た
る
仏

智
を
希
求
さ
せ
た
。
こ
の
威
音
王
如
来
の

寿
命
は
四
十
の
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂
の
数
に

等
し
い
幾
千
万
億
劫
で
あ
っ
た
。
正
法
は

こ
の
世
界
の
微
塵
の
数
ほ
ど
続
き
、
像
法

は
四
大
州
の
微
塵
の
数
ほ
ど
続
い
た
。
こ

の
仏
が
入
滅
し
た
あ
と
、
ま
た
、
威
音

王
如
来
と
い
う
仏
が
出
現
し
、
そ
の
後
も

同
じ
名
の
仏
が
続
き
、
こ
う
し
て
、
二
十

千
万
億
の
同
じ
名
の
仏
が
出
現
し
た
の
で

あ
る
。
正
法
が
滅
し
た
の
ち
、
一
人
の
菩

薩
が
現
れ
た
。
人
々
は
こ
の
菩
薩
を
常
不

軽
と
呼
ん
だ
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
菩
薩

は
男
で
あ
れ
女
で
あ
れ
、
僧
で
あ
れ
在
家

で
あ
れ
、
人
を
見
て
は
み
な
礼
拝
し
賛
嘆

し
て
『
皆
さ
ん
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
を

敬
い
ま
す
。
軽
ん
じ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

あ
な
た
方
は
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
、
仏
と

な
る
か
ら
で
す
』
と
、
経
典
を
読
誦
す
る

こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
人
々
を
礼
拝
す
る

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
会
う
人
ご
と
に
こ
の

よ
う
に
言
う
の
で
、
人
々
は
怒
り
出
し
、

し
ま
い
に
は
棒
で
打
ち
石
を
投
げ
る
有
様

だ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
菩
薩
は
怒
る
こ
と
も
な

く
、
逃
げ
出
し
て
遠
く
に
行
く
と
振
り

返
っ
て
、
『
あ
な
た
が
た
を
敬
い
ま
す
。

軽
ん
じ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
仏
に
な
り

ま
す
』
と
遠
く
か
ら
大
き
な
声
で
い
う

の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
人
々
は
こ
の

菩
薩
を
常
不
軽
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
菩
薩
は
、
死
期
が
迫
っ
た
と
き
、

虚
空
で
、
威
音
王
如
来
が
説
く
法
華
経

の
詩
句
を
聞
い
て
こ
と
ご
と
く
信
じ
、
眼
、

耳
、
舌
、
身
、
意
根
が
清
ら
か
に
な
り
、
命

を
永
ら
え
、
二
十
千
万
億
年
の
寿
命
を
得
た
。

そ
し
て
広
く
法
華
経
を
説
い
た
。
か
つ
て
菩

薩
を
軽
ん
じ
賤
し
め
て
常
不
軽
と
呼
ん
だ
人

々
は
、
教
え
を
聞
く
た
め
に
集
ま
り
、
み
な

菩
薩
に
従
っ
た
。

こ
う
し
て
常
不
軽
菩
薩
は
幾
千
万
億
の
人

々
を
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
導
い
た
の
で

あ
る
。
菩
薩
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
十
千
万

億
と
い
う
数
の
日
月
灯
明
如
来
や
雲
自
在
燈

王
如
来
等
、
無
量
の
諸
仏
に
会
い
、
供
養
し
、

敬
い
、
賛
嘆
し
て
善
根
を
積
み
如
来
と
な
っ

た
。
そ
の
と
き
の
常
不
軽
菩
薩
は
ほ
か
な
ら

ぬ
、
わ
た
し
で
あ
る
。
わ
た
し
は
過
去
世
に

お
い
て
こ
の
よ
う
に
こ
の
経
を
持
ち
、
読
み
、

誦
し
、
他
人
の
た
め
に
説
い
た
の
で
速
や
か

に
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
得

大
勢
よ
、
わ
た
し
を
軽
ん
じ
賤
し
め
た
衆
生

は
、
二
十
千
万
億
の
あ
い
だ
仏
に
会
え
な
か
っ

た
し
、
一
万
劫
の
間
阿
鼻
地
獄
に
墜
ち
て
苦
し

ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
こ
の
菩
薩
を
軽
ん

じ
賤
し
め
た
衆
生
こ
そ
、
今
こ
こ
に
い
る
、

五
百
の
跋
陀
婆
羅
の
菩
薩
、
師
子
月
の
比
丘
、

思
仏
の
優
婆
塞
た
ち
で
あ
り
、
み
な
阿
耨
多

羅
三
藐
三
菩
提
に
お
い
て
退
転
す
る
こ
と
の

な
い
境
界
の
も
の
た
ち
な
の
で
あ
る
。
得
大

勢
よ
、
法
華
経
は
こ
の
よ
う
に
菩
薩
た
ち
に

利
益
を
も
た
ら
し
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

に
至
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
如
来

の
入
滅
の
の
ち
、
い
つ
も
経
を
持
ち
、
読
み
、

誦
し
、
説
き
、
書
写
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
今
こ
の
法
を
聞
く
時
を
得
た
の

で
あ
る
。

法
華
経
と
私
た
ち
第
二
十
一
回

前
回
の
記
事
を
ご
覧
に
な
り
墓
じ
ま
い
の
依
頼
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

墓
じ
ま
い
の
一
般
的
な
進
め
方
と
し
て
は
、
１
、
親
族
の
同
意
を
得
る
、
２
、
お
墓

の
管
理
者
に
墓
じ
ま
い
の
連
絡
を
す
る
、
３
、
ご
遺
骨
の
受
け
入
れ
先
を
決
め
る
、
４
、

墓
地
が
あ
る
自
治
体
で
改
葬
許
可
証
を
発
行
し
て
も
ら
う
、
５
、
墓
所
の
閉
眼
供
養
を

し
、
ご
遺
骨
を
取
り
出
す
、
６
、
墓
域
を
更
地
に
し
て
管
理
者
に
返
還
す
る
（
解
体
、

撤
去
費
用
が
必
要
）
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
宝
清
寺
で
は
、
近
年
に
お

け
る
お
墓
の
継
承
問
題
の
改
善
策
と
し
て
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
、

を
提
案
し
、
お

墓
の
管
理
を
お
寺
に
任
せ
、
管
理
料
を
負
担
す
る
こ
と
な
く
、
永
代
に
渡
っ
て
今
ま
で

ど
お
り
の
墓
参
が
可
能
に
な
り
、
心
お
き
な
く
日
々
を
お
過
ご
し
頂
け
ま
す
。

現
在
ご
使
用
の
墓
所
を
「
永
代
供
養
墓
」
と
し
て
残
し
ま
す
。
そ
の
場
合
、

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
永
代
供
養
料
を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
が
、

そ
の
後
の
管
理
料
は
不
要
で
今
ま
で
ど
お
り
の
墓
参
や
ご
供
養
が
で
き
ま
す
。

今
お
持
ち
の
墓
所
を
閉
眼
撤
去(

解
体
・
撤
去
費
用
が
必
要)

し
、
ご
遺
骨
を

に
改
葬

し
納
め
ま
す
。
い
ず
れ
も
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
い
た
だ
き
、
納
骨
堂
は

永
代
供
養
料
・
樹
木
葬
は
申
し
込
み
費
用
を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
が
、
管
理

料
は
不
要
で
今
ま
で
ど
お
り
の
墓
参
や
ご
供
養
が
で
き
ま
す
。

管
理
料
は
、
毎
年
、
三
月
末
日
が
納
入
期
限
の
前
納
制
に
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
六
年
度
ま
で
の
管
理
料
が
未
納
の
方
は
、
早
め
に
お
納
め
頂
き
ま
す
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。

納
入
方
法

※
振
り
込
み
の
場
合
の
振
込
先

銀

行

名

多
摩
信
用
金
庫

秋
川
支
店

口
座
番
号

普
通
預
金

一
五
一
六
二
四
九

受

取

人

宗
教
法
人
宝
清
寺
代
表
役
員

石
井

前
琮

ぜ
ん
そ
う

※
自
動
払
い
込
み
の
場
合
の
手
続
き
方
法

①

自
動
払
い
込
み
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
み
で
す
の
で
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
口

座
を
お
持
ち
の
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

②

自
動
払
い
込
み
ご
希
望
の
場
合
は
、
管
理
寺
務
所
に
指
定
用
紙
を
ご
請
求

頂
き
必
要
事
項
記
入
後
、
最
寄
り
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

③

引
き
落
と
し
は
、
毎
年
四
月
二
十
五
日
に
な
り
ま
す
。

昭
島
市
在
住
の
画
家
望
月
一
雄
氏
の
油
絵
展
が
今
年
の
五
月
三

日
か
ら
二
十
六
日
の
期
間
、
同
市
中
神
町
の
フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ト
東

京
工
場
内
の
「
家
具
の
博
物
館
」
で
開
催
さ
れ
た
。
国
際
博
物
館

の
日(

五
月
十
八
日)

の
記
念
事
業
と
し
て
、
同
館
が
昭
島
人
物
紹

介
展
と
銘
打
っ
て
企
画
し
た
も
の
で
、
家
具
な
ど
を
常
設
展
示
し

て
い
る
同
館
で
の
油
絵
展
は
初
め
て
と
の
こ
と
。
私
も
妻
と
足
を

運
ん
だ
。
望
月
一
雄
氏
の
「
平
和
へ
の
祈
り
」「
東
日
本
大
震
災
」

「
い
じ
め
」
「
救
い
」
な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
た
、
３
号
か
ら
１
２

０
号
の
大
作
ま
で
見
ご
た
え
の
あ
る
４
０
点
が
展
示
さ
れ
て
い

た
。
中
で
も
目
を
引
く
の
が
、
米
海
兵
隊
の
写
真
家
ジ
ョ
ー
・
オ

ダ
ネ
ル
が
、
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
後

に
撮
影
し
た
有
名
な
写
真
「
焼
き
場
に
立
つ

少
年
」
を
描
い
た
Ｓ
３
０
号(

９
１
セ
ン
チ

×
９
１
セ
ン
チ)

の
作
品
は
、
望
月
一
雄
氏

の
渾
身
の
大
作
で
高
い
評
価
を
得
た
。

そ
の
ほ
か
、
自
身
の
画
家
と
し
て
の
第
一

歩
と
な
っ
た
４
０
年
ほ
ど
前
の
「
い
じ
め
」

シ
リ
ー
ズ
も
展
示
さ
れ
て
い
た
。

望
月
一
雄
氏
は
立
川
市
役
所
に
勤
め
な
が
ら
２
１
歳
で
水
彩

画
を
始
め
、
２
３
歳
か
ら
油
絵
に
挑
戦
し
始
め
「
旺
玄
展
」
に

初
入
選
、
翌
年
に
は
「
二
科
展
」
に
入
選
。
１
９
８
３
年
に
は
、

現
代
洋
画
精
鋭
選
抜
展
で
金
賞
を
受
賞
。

２
０
２
０
年
、
震
災
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
作
品
「
希
望
」
が
特
別

展
「
歌
会
始
御
題
」(

式
年
遷
宮
記

念
、
神
宮
美
術
館)

に
選
ば
れ
、
人

間
国
宝
や
文
化
勲
章
受
賞
者
等
、

錚
々
た
る
作
家
た
ち
と
共
に
作
品

が
展
示
さ
れ
た
。

今
回
の
油
絵
展
で
は
最
新
作
「
無
畏
」
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。

千
手
観
音
像
を
Ｍ
５
０
号
で
描
い
た
大
作
だ
が
、
絵
の
下
に
は

平
和
が
戻
る
よ
う
に
、

と
様
々
な
願
い
の
言

葉
を
鉛
筆
で
書
き
入

れ
た
と
言
う
。

望
月
一
雄
氏
が

「
画
描
き
と
し
て
、

社
会
で
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
を
敏
感
に
感

じ
て
い
ま
す
」
と
話

さ
れ
た
の
が
印
象
的

だ
っ
た
。


