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●
す
べ
て
の
は
じ
ま
り
《
渡と

船せ
ん

場じ
ょ
う

》

　
操
さ
ん
は
大
正
９
年
１
月
25
日
、
旧
吉

田
町
に
生
ま
れ
、
横
山
家
の
養
子
に
な
り

ま
す
。

　
幼
い
こ
ろ
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き

な
少
年
で
し
た
。
卒
業
後
、
画
家
を
志
し

14
歳
で
上
京
。
川か

わ

端ば
た

画
学
校
日
本
画
部
の

夜
間
部
で
絵
画
の
基
礎
を
学
び
ま
し
た
。

　
昭
和
15
年
９
月
、第
12
回
青せ

い

龍り
ゅ
う

展
に《
渡

船
場
》
を
初
出
品
し
、
入
選
し
ま
す
。
青

龍
展
を
主し

ゅ

宰さ
い

す
る
川
端
龍り

ゅ
う

子し

は
、
こ
の
絵

を
見
て
「
こ
れ
が
君
と
青
龍
社
を
つ
な
ぐ

渡
し
舟
に
な
る
と
い
い
ね
」
と
声
を
か
け

た
そ
う
で
す
。

　
挿
絵
画
家
か
ら
日
本
画
の
大
家
に
な
っ

た
龍
子
を
目
標
に
し
て
い
た
操
さ
ん
は
そ

の
言
葉
に
大
変
感
動
し
、
日
本
画
へ
の
想

い
を
新
た
に
し
ま
す
が
、
12
月
に
軍
隊
に

召
集
さ
れ
、
本
格
的
に
絵
を
描
き
始
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
、
従
軍
・
捕ほ

虜り
ょ

時
代
も
絵
を
描

き
続
け
、
復
員
後
は
す
ぐ
に
青
龍
社
に
入

会
。
渡
船
場
の
絵
は
確
か
に
二
人
を
つ
な

ぎ
、
操
さ
ん
は
龍
子
の
も
と
で
い
く
つ
も

の
傑
作
を
生
み
出
し
ま
す
。

●
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と

　
シ
ベ
リ
ア
か
ら
復
員
し
た
操
さ
ん
は
、

吉
田
町
に
帰
郷
す
る
も
、
２
カ
月
で
再
び

上
京
。
東
京
を
拠
点
に
活
動
し
ま
す
。
町

の
人
た
ち
と
直
接
的
に
関
わ
る
こ
と
は
少

な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
画
家
と
し
て
成

功
し
た
後
も
、
新
潟
市
へ
は
頻ひ

ん

繁ぱ
ん

に
訪
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
操
さ
ん
は
新
潟
か
ら
タ
ク
シ
ー
で
吉
田

ま
で
出
向
き
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
ま
し

た
。
晩
年
に
至
る
ま
で
、
新
潟
県
や
吉
田

町
の
風
景
を
描
い
た
作
品
を
多
く
残
し
て

い
ま
す
。
吉
田
の
街
が
あ
り
、
少
し
行
く

と
す
ぐ
に
草
原
が
あ
り
、
そ
こ
に
ハ
ザ
木

●
し
ん
み
り
し
な
が
ら
修
復
し
ま

し
た

ー
ー
操
さ
ん
の
初
期
の
作
品
を
ご

覧
に
な
っ
た
と
き
は
ど
う
思
わ
れ

ま
し
た
か
？

　
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
戦
争
で

全
て
焼
失
し
た
と
思
っ
て
い
た
の

で
。修
復
し
た
絵
は
５
点
。全
部
、

絵
の
具
が
割
れ
て
横
に
線
が
入
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

ー
ー
修
復
の
様
子
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　
先
生
の
紙
に
近
い
紙
で
新
し
く

裏
打
ち
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
彩
色

を
し
ま
し
た
。
先
生
の
塗
っ
た
色

を
再
現
す
る
た
め
に
、
絵
の
具
を

別
の
紙
で
色
合
わ
せ
を
し
、
割
れ

目
の
部
分
を
コ
ツ
コ
ツ
修
正
し
て

い
き
ま
し
た
。

　
破
損
箇
所
を
先
生
が
即
席
で
直

し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
は
取

り
除
か
ず
そ
の
ま
ま
修
復
し
ま
し

た
。
描
い
て
い
た
時
、
相
当
急
い

で
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
修
復
作
業
は
私
一
人
で
や
っ
た

の
で
、
全
部
直
す
の
に
１
年
ほ
ど

か
か
り
ま
し
た
。
し
ん
み
り
と
色

ん
な
事
を
思
い
出
し
な
が
ら
直
し

て
い
ま
し
た
か
ら
、
修
復
に
携
わ

れ
て
よ
か
っ
た
で
す
。

ー
ー
作
品
の
感
想
は
？

　
青
龍
社
時
代
に
比
べ

る
と
、
線
は
大
人
し
い

と
言
う
か
、
ま
だ
爆
発

は
し
て
い
ま
せ
ん
ね
。

で
も
、
例
え
ば
《
渡
船

場
》
で
あ
れ
ば
、
ポ
ツ

ン
と
あ
る
絵
の
後
ろ
の

空
気
感
、
掘
っ
建
て
小

屋
の
質
感
や
情
感
、
一

瞬
立
ち
止
ま
っ
て
慣
れ

た
船
着
き
場
の
情
景
の

匂
い
な
ど
に
先
生
の
面

影
を
感
じ
ま
し
た
。

●
実
感
を
す
る
、
体
感
を
す
る
、

感
じ
る

ー
ー
操
さ
ん
の
人
柄
は
？

　
優
し
く
、
面
倒
見
の
良
い
人
で

し
た
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
学
生
を
引

き
連
れ
て
飲
み
に
行
っ
て
ま
し
た

ね
。
で
も
私
た
ち
が
ヘ
ト
ヘ
ト
に

な
っ
て
寝
て
て
も
、
先
生
は
ア
ト

リ
エ
で
絵
を
描
い
て
い
ま
し
た
。

い
つ
寝
て
い
た
ん
だ
ろ
う（
笑
）

ー
ー
凄
い
人
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　
で
も
ち
ょ
っ
と
淋さ

み

し
げ
な
感
じ

も
あ
り
ま
し
た
。
朗ほ

が

ら
か
に
飲
ん

で
い
る
の
に
、
あ
る
と
き
す
っ
と

引
い
て
物
思
い
に
ふ
け
る
と
い
う

か
。
学
生
の
面
倒
を
み
た
り
話
を

聞
い
た
り
し
な
が
ら
、
ふ
と
自
分

の
こ
と
を
思
い
返
し
た
り
し
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ー
ー
操
さ
ん
か
ら
は
ど
の
よ
う
な

指
導
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
か
？

　
絵
の
精
神
性
、「
何
が
描
き
た

い
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「
物
を
見
る
と
き
に
は
自
分
で
実

感
を
す
る
、
体
感
を
す
る
、
感
じ

る
。
感
激
し
な
い
と
物
事
を
自

分
で
取
り
込
む
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。「
ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
を
手
離
さ
ず
、
い
つ
も

瞬
間
瞬
間
、
い
い
な
と
思
っ
た
と

き
に
そ
れ
を
す
ぐ
写
し
取
る
訓
練

を
し
な
さ
い
」
と
。
そ
の
教
え
を

今
も
守
っ
て
い
ま
す
。

ー
ー
今
も
、
で
す
か
。

　
先
生
と
お
会
い
し
て
お
別
れ
す

る
ま
で
10
年
く
ら
い
な
ん
で
す

が
、
と
て
も
濃
厚
な
時
間
で
し

た
。
そ
の
と
き
の
影
響
が
今
も

残
っ
て
ま
す
。
こ
こ
ま
で
描
い
て

こ
ら
れ
た
の
は
、
先
生
の
教
え
と

初
期
作
品
群
発
見
か
ら
10
年

修
復
と
恩
師
に
つ
い
て
聞
く

　
平
成
21
年
、
操
さ
ん
が
10
代
後
半
か
ら
20
歳
に
か
け
て
制
作
し
た
ス
ケ
ッ

チ
29
点
、
下
絵
５
点
、
本ほ

ん

画が

５
点
が
燕
市
へ
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
修
復
を
つ
と
め
た
、
操
さ
ん
の
教
え
子
で
あ
り
、
自
身
も
多
摩
美
術

大
学
教
授
で
あ
る
、
日
本
画
家
の
中
野
嘉
之
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

センチメンタルな男
横山操

想
い
が
心
に
染
み
込
ん
で
い
る
か

ら
で
す
ね
。

　
先
生
が
そ
う
や
っ
て
私
た
ち
の

世
代
を
育
て
て
く
れ
た
恩
返
し
と

し
て
、
私
も
若
い
世
代
を
育
て
よ

う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

ー
ー
平
成
23
年
、
操
さ
ん
の
故
郷

で
あ
る
燕
市
で
講
演
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
そ
の
時
、
燕
市
を
回
っ
て
、
弥

彦
山
に
登
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

田
ん
ぼ
に
水
が
張
っ
て
、
ま
る
で

湖
み
た
い
で
し
た
。
こ
れ
が
全
部

雪
に
な
っ
た
と
き
雪
原
が
生
ま
れ

る
ん
だ
な
と
。
先
生
の
初
期
の
頃

の
水
墨
画
で
す
ね
、
そ
う
い
う
絵

を
思
い
出
し
な
が
ら
、
眺
め
て
い

ま
し
た
。

　
燕
と
い
う
場
所
を
先
生
の
作
品

を
通
し
て
見
る
の
で
、
な
ん
と
も

不
思
議
な
感
覚
で
し
た
。
初
め
て

見
る
の
に
懐
か
し
い
。
絵
で
覚
え

て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
い
い
町
だ

と
思
い
な
が
ら
見
て
い
ま
し
た
。

中
なか

野
の

 嘉
よし

之
ゆき

さん

（日本画家、多摩美術大学名誉教授）

▲ 少年時代の操さん（左）
　 と友人。昭和５年頃。

▲ 操さんが過ごした吉田の商店街（撮影年不明）。

▲ 『吉田の学校を描こう。そしてヤヒコの山も…限り
　ない嬉しさで一ッパイです。』

▲修復時の資料（写真上
《隅

すみ

田
だ

河
か

岸
がん

》、写真下《貨
車》）。作品は絵の具が割
れていたほか、穴が空い
ていたものも。

が
立
ち
並
び
、
西
川
が
流
れ
、
弥
彦
山
や

角
田
山
に
日
が
沈
ん
で
い
く
風
景
。
そ
れ

は
操
さ
ん
の
心
に
原
風
景
と
し
て
刻
ま

れ
、
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
作
品
中

に
繰
り
返
し
登
場
し
ま
す
。

　
尋じ

ん

常じ
ょ
う

高
等
小
学
校
時
代
の
恩
師
へ
の
手

紙
に
は
、
画
家
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
ば

か
り
の
操
さ
ん
の
心
境
が
綴つ

づ

ら
れ
て
い
ま

す
。
差
出
人
の
文
言
は
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ

ル
な
男
　
横
山
操
」。
彼
の
心
の
中
に
は

常
に
吉
田
町
が
あ
り
、
遠
く
東
京
の
地

で
、
そ
の
郷
愁
は
創
作
意
欲
の
大
き
な
原

動
力
と
な
り
ま
し
た
。


