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戦
没
画
学
生
慰
霊
美
術
館
「
無
言
館
」
は
、

１
９
９
７
年
５
月
、
長
野
県
上
田
市
に
開
館
し
た
美

術
館
で
す
。
上
田
市
と
い
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
方

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
上
田
市
は
長
野

県
の
東
側
に
位
置
す
る
人
口
15
万
人
ほ
ど
の
地
方
都

市
で
す
。「
不
惜
身
命
・
三
途
の
川
の
渡
し
賃
」
の

六
文
銭
を
旗
印
に
し
た
戦
国
武
将
・
真
田
幸
村
の
里

と
し
て
全
国
的
に
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
戦
前
か
ら

戦
後
に
か
け
、
蚕
糸
（
養
蚕
・
蚕
種
・
製
糸
）
産
業
が

盛
ん
な
地
と
し
て
も
知
ら
れ
、「
蚕
都
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
美
術
史
的
側
面
で
は
、

山
本
鼎
が
こ
の
上
田
の
地
か
ら
「
農
民
美
術
運
動
」

「
自
由
画
教
育
運
動
」
を
は
じ
め
、

全
国
に
広
め
た
こ
と
で
も
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
「
自

由
画
教
育
運
動
」
は
、
子
ど
も

の
持
つ
自
由
で
伸
び
や
か
な
感

性
を
尊
重
し
、
そ
れ
ま
で
模
写
至
上
主
義
だ
っ
た
美

術
教
育
か
ら
、
見
た
も
の
を
感
じ
た
ま
ま
に
描
く
自

由
画
へ
の
転
換
を
は
か
っ
た
画
期
的
な
運
動
だ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
美
術
教
育
の
基
礎
と

な
る
運
動
で
し
た
。

そ
ん
な
上
田
市
の
中
心
か
ら
千
曲
川
を
渡
り
南
西

に
車
で
30
分
ほ
ど
の
小
高
い
丘
の
上
に
「
無
言
館
」

は
あ
り
ま
す
。
戦
没
画
学
生
慰
霊
美
術
館
の
名
の
と

お
り
、
先
の
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
画
学
生
の
作
品
を

展
示
し
て
い
る
美
術
館
で
す
。
美
術
館
と
い
え
ば
有

名
な
画
家
や
彫
刻
家
の
作
品
が
並
ん
で
い
る
場
所
を

想
像
さ
れ
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、「
無
言
館
」
に
そ
う
い
っ
た
作
品
は
一
点

も
展
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
絵
を
勉
強
し
て
い
る
途

中
、
い
わ
ば
『
絵
描
き
の
卵
』
の
作
品
が
並
ん
で
い

る
美
術
館
な
の
で
す
。「
無
言
館
」
に
収
蔵
さ
れ
て

い
る
作
品
の
半
数
以
上
に
は
、
作
品
を
完
成
さ
せ
た

証
し
で
あ
る
サ
イ
ン
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
、

ま
だ
手
を
加
え
る
予
定
だ
っ
た
も
の
や
、
下
図
や
練

習
の
た
め
の
作
品
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
ち
ら
の
「
市
民
の
意
見
」
に

も
表
紙
絵
と
し
て
当
館
収
蔵
作
品
を
掲
載
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
の
で
、
皆
さ
ま
の
お
目
に
触
れ
る
機
会

も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ご
覧
い
た
だ
い
た
と
お

り
、
彼
ら
の
絵
は
ま
だ
ま
だ
未
熟
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
も
の
ば
か
り
で
す
。
こ
の
美
術
館
に
従
事
し
て

い
る
者
が
言
う
の
も
お
か
し
な
話
で
す
が
、
彼
ら
の

未
熟
な
絵
を
見
る
た
め
に
、
開
館
以
来
１
３
０
万
人

を
超
え
る
方
が
東
信
濃
の
山
の
上
の
小
さ
な
美
術
館

を
訪
ね
て
き
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

来
館
者
の
声

「
無
言
館
」に
来
館
さ
れ
る
多
く
の
お
客
様
が「
生

き
て
い
れ
ば
立
派
な
画
家
に
な
れ
た
の
に
」「
戦
争

は
こ
の
国
の
素
晴
ら
し
い
才
能
を
奪
っ
た
の
で
す

ね
」
と
い
っ
た
感
想
を
口
に
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、「
私

の
叔
父
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
こ

に
並
ぶ
画
学
生
は
遺
す
物
が
あ
っ
て
う
ら
や
ま
し
い
。

叔
父
は
何
も
遺
し
て
い
か
な
か
っ
た
か
ら
」
と
話
し

て
い
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

彼
ら
の
あ
ふ
れ
る
才
能
や
未
来
の
可
能
性
が
失
わ
れ

た
こ
と
は
本
当
に
残
念
な
こ
と
で
す
。
ま
だ
ま
だ
余

り
あ
る
伸
び
代し
ろ

を
残
し
な
が
ら
、
戦
争
と
い
う
理
不

尽
な
力
に
よ
り
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
彼
ら
の

不
遇
を
思
う
と
、
そ
の
先
に
待
っ
て
い
た
は
ず
の
未

来
を
思
い
描
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

身
内
の
方
に
同
じ
よ
う
な
境
遇
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

れ
ば
尚
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
来
館
者
は
二
度
と

戦
争
は
起
こ
し
て
は
い
け
な
い
と
の
思
い
を
強
く
し
、

出
口
の
扉
を
押
す
の
で
す
。

し
か
し
最
近
、「
無
言
館
」
を
訪
れ
る
方
か
ら
聞

こ
え
て
く
る
声
が
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
て
い
る
気

が
し
ま
す
。
以
前
来
館
さ
れ
た
美
術
大
学
の
学
生
さ

ん
は
「
デ
ッ
サ
ン
と
か
見
て
い
る
と
自
分
の
予
備
校

時
代
を
思
い
出
し
て
ツ
ラ
イ
」
と
言
い
な
が
ら
、「
こ

れ
か
ら
自
分
が
ど
ん
な
作
品
を
制
作
し
て
い
こ
う
か

館
内
で
考
え
て
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、「
私
た
ち
と
同
じ
で
、普
通
に
幸
せ
な
家
庭
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
怖

さ
を
感
じ
ま
す
。
家
族
を
も
っ
と
大
切
に
し
た
い
と

無言館のこと
正村 欣生

筆者



27市民の意見  NO.140　2013/10/1

思
い
ま
す
」
と
言
い
残
さ
れ
て
い
っ
た
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
自
分
の
現
在
や
過
去
を
思
い
、
自
分

と
向
き
合
う
時
間
を
戦
没
画
学
生
の
作
品
に
求
め
る

方
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
る
で
「
無
言
館
」
に
並
ぶ
作
品
を
親
し
い
友

人
に
見
立
て
、
悩
み
事
を
打
ち
明
け
て
い
る
よ
う
で
、

何
だ
か
微
笑
ま
し
く
受
付
で
話
し
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
来
館
者
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
声
が
変
化

し
て
き
た
と
書
き
ま
し
た
。
戦
没
者
で
あ
る
画
学
生

へ
の
感
想
か
ら
、
画
学
生
の
生
き
た
時
間
に
あ
て
ら

れ
た
感
想
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
「
無
言
館
」
と
い
う
美
術
館
は
、
と
か
く

反
戦
平
和

0

0

0

0

と
い
う
言
葉
で
括
ら
れ
、
語
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
美
術
館
で
し
た
。
私
た
ち
も
反
戦
平
和
を
否

定
し
ま
せ
ん
。
戦
争
さ
え
な
け
れ
ば
彼
ら
は
亡
く
な

る
こ
と
は
な
か
っ
た
訳
で
す
。
平
和
で
な
け
れ
ば
絵

な
ん
て
描
い
て
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
戦

没
画
学
生
は
戦
争
と
い
う
、
絵
な
ん
て
描
い
て
い
ら

れ
な
い
状
況
で
も
絵
筆
を
と
り
続
け
ま
し
た
。
彼
ら

に
と
り
、
絵
を
描
く
そ
の
時
間
は
平
和
そ
の
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
者
は
故
郷

の
風
景
を
描
き
、
あ
る
者
は
大
切
な
家
族
を
描
き
遺

し
ま
し
た
。

「
絵
繕
い
基
金
」
募
金
の
お
願
い

開
館
以
来
、「
無
言
館
」
に
ご
寄
託
い
た
だ
い
た

作
品
は
７
０
０
余
点
を
数
え
ま
す
。
修
復
を
必
要
と

す
る
作
品
も
そ
れ
だ
け
増
え
続
け
て
い
る
の
が
現
実

で
す
。
ま
も
な
く
戦
後
70
年
と
い
う
時
を
迎
え
ま
す
。

時
間
の
流
れ
と
と
も
に
作
品
の
劣
化
も
確
実
に
す
す

ん
で
い
ま
す
。
ご
遺
族
の
許
か
ら
作
品
が
届
い
た
段

階
で
、
画
学
生
の
も
う
一
つ
の
生い
の
ち命
と
も
い
う
べ
き

作
品
が
、
修
復
し
な
け
れ
ば
こ
の
世
か
ら
消
え
て
し

ま
う
よ
う
な
状
況
で
す
。
ま
た
、
美
術
館
は
展
示
公

開
と
い
う
仕
事
と
同
じ
分
量
で
作
品
を
残
し
後
世
に

伝
え
る
と
い
う
仕
事
を
担
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
根

本
的
に
矛
盾
す
る
も
の
で
す
。
展
示
公
開
す
れ
ば
作

品
の
劣
化
を
す
す
め
、
公
開
し
な
け
れ
ば
美
術
館
と

し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
か
ら
で
す
。
ま
た
一
切

の
公
的
な
助
成
を
受
け
ず
、
日
々
の
入
館
料
収
入
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
「
無
言
館
」
に
と
り
、
修

復
費
用
を
捻
出
す
る
こ
と
に
限
界
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
た
び
「
無
言
館
」
で
は
作
品
修
復

に
特
化
し
た
「
絵え

繕づ
く
ろ

い
基
金
」
を
設
け
る
運
び
と
な

り
ま
し
た
。「
無
言
館
」
の
日
々
の
活
動
で
は
限
界

の
あ
る
修
復
活
動
を
、
皆
様
に
ご
協
力
を
仰
ぐ
こ
と

に
よ
り
、
緊
急
を
要
す
る
作
品
を
速
や
か
に
一
点
で

も
多
く
後
世
に
残
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
始
ま
っ
た

活
動
で
す
。
ど
う
か
皆
様
の
ご
理
解
を
い
た
だ
け
ま

し
た
ら
幸
い
で
す
。

（
し
ょ
う
む
ら
・
よ
し
お
／
一
般
財
団
法
人　

戦
没
画
学
生

慰
霊
美
術
館
無
言
館
・
事
務
局
長
、
館
主
代
理
。
写
真
は
無

言
館
提
供
）

戦没画学生の作品の並ぶ「無言館」館内

「
絵
繕
い
基
金
」
募
金

■
法
人
・
会
社　

１
口　

５
万
円

■
個
人　
　
　
　

１
口　

５
千
円

お
振
込
先

■
銀
行　

八
十
二
銀
行
塩
田
支
店　

普
通
預
金　

２
８
９
４
９
２

口
座
名　

一
般
財
団
法
人
戦
没
画
学
生
慰
霊
美
術

　
　
　
　

館
無
言
館

■
郵
便
局　

０
０
５
２
０
―
９
―
３
６
１
１
４

口
座
名　

一
般
財
団
法
人
戦
没
画
学
生
慰
霊
美
術

　
　
　
　

館
無
言
館

※
募
金
下
さ
っ
た
方
に
は
「
無
言
館
」
よ
り
領
収
書

を
発
行
致
し
ま
す
。
ま
た
募
金
者
の
ご
承
諾
を
得
た

上
で
、修
復
さ
れ
た
作
品
の
額
の
裏（
ま
た
は
保
護
箱
）

に
お
名
前
を
記
名
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。


