
いわさきちひろ没後40年～ ちひろ美術館常任顧問　　松本猛さ　
　んに聞く

子どもは幸せでなければ子どもは幸せでなければ
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で
進
め
ば
、
孫
の
世
代
で
は
徴

兵
制
に
行
き
着
く
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。
母
が
生
き
て
い
た

ら
、
戦
争
へ
の
道
を
開
く
こ
と

は
許
さ
な
い
、
と
真
っ
先
に
考

え
た
で
し
ょ
う
。
目
を
背
け

ず
、
何
が
大
切
か
を
問
い
直
し

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

ち
ひ
ろ
さ
ん
は
、
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
の
終
結
を
見
な
い
ま
ま
１

９
７
４
年
、
55
歳
で
生
涯
を
閉

じ
た
。
今
な
お
関
連
書
籍
は
数

多
く
出
さ
れ
、
美
術
館
に
は
毎

年
た
く
さ
ん
の
人
が
足
を
運

ぶ
。
世
代
を
超
え
て
、
な
ぜ
、

こ
れ
ほ
ど
愛
さ
れ
る
の
か
。

　

「
そ
れ
は
き
っ
と
、
ち
ひ
ろ

を
必
要
と
し
て
い
る
人
が
い
る

か
ら
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
ジ

ョ
ン
・
レ
ノ
ン
の
『
イ
マ
ジ

ン
』
が
ず
っ
と
歌
わ
れ
る
の

は
、
彼
の
思
い
を
共
有
し
て
い

る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
子
ど

も
は
幸
せ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
―
―
。
そ
う
共
感
す
る
人
が

い
る
限
り
、
ち
ひ
ろ
の
絵
は
消

え
な
い
と
思
い
ま
す
」

　

40
年
経
っ
た
今
も
、
ち
ひ
ろ

さ
ん
の
絵
は
輝
き
を
失
っ
て
い

な
い
。
い
や
、
平
和
が
脅
か
さ

れ
て
い
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

よ
り
輝
き
を
増
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

ら
こ
そ
、
あ
の
本
を
作
っ
た
と

思
い
ま
す
。
絵
本
の
な
か
で
描

い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
母
が
若

い
頃
に
見
た
光
景
そ
の
も
の
で

す
。
作
品
を
通
し
て
、
そ
れ
を

僕
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

共
感
す
る
限
り

共
感
す
る
限
り

　

そ
し
て
、
現
代
。「
積
極
的

平
和
主
義
」
を
掲
げ
る
政
権
の

下
、
不
戦
を
誓
っ
た
憲
法
９
条

の
解
釈
が
変
え
ら
れ
た
。「
集

団
的
自
衛
権
や
秘
密
保
護
法
の

動
き
は
、
母
が
経
験
し
た
時
代

と
重
な
る
」
と
松
本
さ
ん
は
言

う
。「
治
安
維
持
法
も
最
初
は

対
象
が
限
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
ど
ん
ど
ん
取
り
締
ま
り
が

強
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
向

添
え
た
の
は
、
こ
ん
な
メ
ッ
セ

ー
ジ
だ
っ
た
。「
一
番
弱
い
者
が

犠
牲
に
な
る
」。松
本
さ
ん
は
、

ち
ひ
ろ
さ
ん
が
生
前
に
語
っ
て

い
た
言
葉
を
覚
え
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
病
を
押
し
て
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
を
テ
ー
マ
に
し
た
絵

本
の
創
作
に
向
か
う
。
当
時
、

東
京
芸
大
の
学
生
だ
っ
た
松
本

さ
ん
も
制
作
に
加
わ
っ
た
。
そ

し
て
、
命
を
削
る
よ
う
に
し
て

描
き
上
げ
た
の
が
『
戦
火
の
な

か
の
子
ど
も
た
ち
』
だ
。
怒
り

や
悲
し
み
の
表
情
、
絶
望
の
な

か
で
懸
命
に
生
き
る
姿
は
、
罪

無
き
子
ど
も
を
巻
き
込
む
戦
争

の
現
実
を
写
し
て
い
る
。

　

「
日
本
か
ら
出
撃
し
た
米
機

に
よ
る
無
差
別
爆
撃
の
下
で
、

子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
な
思
い
で

過
ご
し
て
い
る
か
を
母
は
知
っ

て
い
ま
し
た
。
東
京
の
空
襲
と

重
ね
、
責
任
を
感
じ
て
い
た
か

は
、「
二
度
と
戦
争
を
起
こ
し

て
は
な
ら
な
い
」
と
決
意
。
平

和
へ
の
願
い
を
子
ど
も
に
向
け

る
よ
う
に
な
る
。
松
本
さ
ん

は
、「
も
と
も
と
子
ど
も
が
好

き
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、『
子
ど
も
は
す
べ
て
が
未

来
』
と
言
っ
て
、
命
の
象
徴
と

し
て
描
い
て
い
ま
し
た
」
と
作

品
に
込
め
た
思
い
を
話
す
。

弱
い
者
が
犠
牲

弱
い
者
が
犠
牲

　

１
９
６
０
年
代
か
ら
70
年
代

に
か
け
て
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が

激
化
す
る
な
か
、
ち
ひ
ろ
さ
ん

は
突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
反

戦
ポ
ス
タ
ー
を
制
作
す
る
。

〈
ベ
ト
ナ
ム
の
こ
ど
も　

わ
た

し
た
ち
の
日
本
の
こ
ど
も　

世

界
中
の
こ
ど
も
み
ん
な
に
平
和

と
し
あ
わ
せ
を
〉。
戦
地
の
子

ど
も
の
イ
ラ
ス
ト
と
共
に
書
き

　

ち
ひ
ろ
さ
ん
は
26
歳
で
終
戦

を
迎
え
る
ま
で
、
常
に
戦
争
と

隣
り
合
わ
せ
の
生
活
を
過
ご
し

た
。
大
好
き
だ
っ
た
「
文
化
」

や
「
自
由
」
が
奪
わ
れ
て
い

き
、
東
京
大
空
襲
で
は
家
を
焼

か
れ
、
逃
げ
惑
っ
た
。

　

〈
青
春
時
代
の
若
々
し
い
希

望
を
何
も
か
も
う
ち
砕
い
て
し

ま
う
戦
争
体
験
が
あ
っ
た
こ
と

が
、
私
の
生
き
方
を
大
き
く
方

向
づ
け
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま

す
〉
と
振
り
返
る
よ
う
に
、
戦

後
、
侵
略
戦
争
だ
っ
た
事
実
を

初
め
て
知
っ
た
ち
ひ
ろ
さ
ん

　

松
川
村
の
同
美
術
館
は
、
夏

休
み
中
と
あ
っ
て
多
く
の
人
で

に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
入
館
者
の

様
子
が
見
渡
せ
る
館
内
の
一
室

で
、
松
本
さ
ん
は
思
い
を
巡
ら

し
な
が
ら
語
り
始
め
た
。

　

「
母
は
必
ず
描
い
た
で
し
ょ

う
ね
。
自
分
が
若
い
頃
に
体
験

し
た
こ
と
と
比
べ
て
、
何
を
描

け
ば
良
い
か
真
剣
に
向
き
合
っ

て
い
た
と
思
い
ま
す
。『
気
づ

い
た
人
は
何
ら
か
の
発
信
を
し

な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
が
大

人
の
責
任
』
と
考
え
る
人
で
し

た
か
ら
」
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松本　猛
たけし

さ　
　ん

ち
ひ
ろ
の
思
い
が
伝
わ
る

子
ど
も
に
快
適
な
場
所

平
和
の
意
味
問
い
か
け
る

新
聞
部
・
矢
部
あ
づ
さ

新
聞
部
・
谷
聰

新
聞
部
・
南
端
理
伸

　

雄
大
な
自
然
に
た
た
ず
む

よ
う
に
美
術
館
は
あ
っ
た
。

曇
り
空
で
北
ア
ル
プ
ス
の
山

々
は
は
っ
き
り
と
見
え
な
か

っ
た
が
、
天
気
が
良
け
れ
ば

美
し
い
景
色
が
楽
し
め
る
。

館
内
に
は
中
庭
が
あ
り
、
自

然
と
調
和
し
て
落
ち
着
く
空

間
に
な
っ
て
い
る
。

　

ち
ひ
ろ
が
平
和
を
テ
ー
マ

に
描
い
た
の
は
、
自
ら
東
京

　

没
後
40
年
に
な
る
と
、
生

前
に
そ
の
絵
画
に
接
し
た
人

は
少
な
く
な
り
、
美
術
館
に

訪
れ
る
人
も
減
り
そ
う
な
も

の
だ
。
し
か
し
、
世
代
を
問

わ
ず
多
く
の
人
が
来
館
し
て

い
る
こ
と
に
本
当
に
び
っ
く

り
さ
せ
ら
れ
た
。
ち
ひ
ろ
の

思
い
が
今
に
息
づ
い
て
い
る

こ
と
を
実
感
し
た
。

　

館
内
に
は
、
子
ど
も
が
遊

　

北
ア
ル
プ
ス
の
ふ
も
と
に

あ
る
美
術
館
は
、
結
構
な
賑

わ
い
を
み
せ
て
い
た
。
松
本

さ
ん
は
母
と
の
日
々
を
振
り

返
り
、
作
品
に
込
め
た
思
い

を
語
っ
て
く
れ
た
。

　

子
ど
も
た
ち
の
幸
せ
を
願

っ
て
描
き
続
け
た
ち
ひ
ろ
。

イ
ラ
ス
ト
と
共
に
そ
の
半
生

が
展
示
さ
れ
た
館
内
を
回
る

と
、
誰
よ
り
も
戦
争
を
憎

大
空
襲
を
体
験
し
、
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
を
身
近
に
感
じ
て
い

た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
一

番
に
被
害
者
に
な
る
の
は
子

ど
も
た
ち
だ
と
い
う
訴
え
が

伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
ま

た
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
宮
沢

賢
治
を
題
材
に
し
た
企
画
展

も
あ
り
、
世
界
中
の
絵
本
が

落
ち
着
い
た
空
間
で
鑑
賞
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

べ
る
部
屋
、
絵
本
の
部
屋

（
様
ざ
ま
な
デ
ザ
イ
ン
の
椅

子
に
座
っ
て
読
め
る
）
な
ど

が
あ
り
、十
分
に
楽
し
め
る
。

外
に
は
、
花
畑
、
小
川
、
池

が
あ
り
、
子
ど
も
に
と
っ
て

も
快
適
な
場
所
に
な
っ
て
い

る
。
誰
も
携
帯
ゲ
ー
ム
で
遊

ん
で
は
い
な
い
。
本
来
、
子

ど
も
は
こ
う
ゆ
う
環
境
が
好

き
な
ん
だ
と
思
っ
た
。

み
、
子
ど
も
を
深
く
愛
し
た

彼
女
の
強
い
意
志
が
浮
か
び

上
が
る
。
現
代
を
生
き
る
私

た
ち
に
平
和
の
意
味
を
問
い

か
け
て
く
る
。

　

こ
こ
で
は
好
き
な
絵
本
を

読
ん
だ
り
、
寝
椅
子
で
休
憩

し
た
り
で
き
る
。
公
園
へ
の

出
入
り
も
自
由
だ
。
思
い
思

い
に
「
美
術
館
」
を
楽
し
む

姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。

い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
：
戦
火
の
な
か
の
少
女
『
戦
火
の
な
か
の

子
ど
も
た
ち
』（
岩
崎
書
店
）
よ
り
＝
１
９
７
２
年 　
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