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特集―――橋本義夫と八王子

橋
本
義
夫
の
足
跡
を
追
っ
て

「
は
ち
と
ぴ
」
を
発
行
し
て
い
る
の
は
印
刷
会
社
清
水
工
房
の
出
版
部
門
・
揺よ
う

籃ら
ん

社
で
す
が
、「
揺

籃
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ス
イ
ス
の
教
育
者
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
至
言
「
揺
籃
を
動
か
す
も
の
は
世
界

も
動
か
す
」
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
市
内
に
は
こ
の
こ
と
ば
を
掲
げ
た
風
変
わ
り
な
書
店

「
揺
籃
社
」
が
営
業
し
て
い
ま
し
た
。
店
主
は
20
世
紀
に
市
内
で
数
々
の
社
会
運
動
を
起
こ
し
た
橋

本
義
夫
。
彼
は
八
王
子
に
何
を
残
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
足
跡
を
追
っ
て
み
ま
す
。

雲
の
よ
う
に

　
　
　
し
な
や
か
に

「
教
育
の
家
」
運
動

　

橋
本
義
夫
は
１
９
０
２
年
（
明

治
35
年
）
３
月
13
日
、
南
多
摩
郡

川
口
村
楢
原
（
現
八
王
子
市
楢
原

町
）
に
南
多
摩
郡
郡
会
議
員
の
父

喜
市
、
母
春
子
の
次
男
と
し
て
生

ま
れ
ま
し
た
。
厳
格
な
父
と
比
べ

て
、
弱
い
立
場
の
人
に
も
分
け
隔

て
な
く
優
し
く
接
す
る
母
の
姿
を

見
な
が
ら
育
ち
ま
し
た
。

　

犬
目
の
陶
鎔
小
学
校
、
川
口
小

学
校
高
等
科
を
卒
業
し
た
の
ち
、

15
歳
で
青
梅
の
府
立
農
林
学
校
に

入
学
し
、
寄
宿
舎
生
活
を
送
り
ま

す
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
白

樺
派
や
内
村
鑑
三
ら
の

思
想
に
傾
倒
し
て
い

き
ま
す
が
、
一
方
で
吃
音
の
症
状

に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

卒
業
後
は
実
家
に
戻
り
、
村
の

青
年
た
ち
と
「
教
育
の
家
」
運
動

を
起
こ
し
、
近
く
に
あ
る
念
西
庵

と
い
う
小
さ
な
庵
寺
で
日
曜
学
校

を
開
催
し
ま
す
。
良
書
を
読
ま
せ

た
り
、
青
年
た
ち
に
文
を
書
か
せ

る
回
覧
誌
『
自
然
人
』
や
『
揺

籃
』
を
発
行
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
生
活
改
善
・
悪
習
打
破

を
訴
え
た
運
動
も
行
っ
て
い
ま

す
。
特
に
排
酒
運
動
は
全
国
版
の

新
聞
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
各
地

で
同
様
の
活
動
を
し
て
い
る
青
年

た
ち
と
も
交
流
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

や
が
て
橋
本
た
ち
は
、
村
を
出

て
八
王
子
市
で
書
店
を
始
め
る
決

意
を
し
ま
す
。
１
９
２
８
年
（
昭

和
３
年
）、
横
山
町
２
丁
目
の
、

甲
州
街
道
沿
い
に
あ
る
２
階
建
て

の
借
家
に
、
わ
ず
か
数
十
冊
の
本

を
並
べ
た
小
さ
な
書
店
、
揺
籃
社

を
開
店
さ
せ
ま
し
た
。

地
域
の
文
化
拠
点
・

　 

揺
籃
社

　

時
あ
た
か
も
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
ま
っ
た
だ
な
か
。
揺
籃
社
に

集
ま
っ
た
青
年
た
ち
は
、
２
階
で

歌
を
う
た
っ
た
り
、
オ
ル
ガ
ン
を

弾
い
た
り
、
自
由
な
雰
囲
気
を
謳

歌
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

１
９
３
１
年
に
は
横
山
町
３
丁

目
に
店
舗
を
移
転
。
学
術
書
を
多

く
発
行
し
て
い
た
岩
波
書
店
の
本

を
多
く
揃
え
て
い
た
こ
と
が
特
徴

的
で
、
売
れ
る
本
よ
り
も
良
い
本

を
並
べ
た
い
と
い
う
思
い
が
書
棚

に
表
れ
て
い
ま
し
た
。
次
第
に
揺

▲

在
り
し
日
の
橋
本
義
夫

▲

八
王
子
に
迎
え
た
教
科
研
一
行

（
後
列
左
端
が
橋
本
）

▲府立農林学校時代（前列右から３人目が橋本）

▼

『
自
然
人
』
３
号

▲

文
化
映
画
「
村
の
学
校

図
書
館
」
に
出
演
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籃
社
に
は
良
書
が
あ
る
と
い
う
評

判
が
広
が
り
、
客
足
も
増
え
て
い

き
ま
し
た
。

　

当
時
の
八
王
子
近
辺
で
は
、
た

と
え
ば
『
大
菩
薩
峠
』
で
知
ら
れ

る
中
里
介
山
が
開
い
た
浅
川
村

の
「
隣
人
学
園
」、
恩
方
村
に
は

松
井
翠
次
郎
や
菱
山
榮
一
ら
青
年

団
が
中
心
に
な
っ
た
教
育
文
化
運

動
、
八
王
子
市
で
は
市
川
英
作
ら

の
「
薫
心
会
」
な
ど
、
各
所
で
文

化
運
動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。「
た
ま
り
」
と
も
呼
ば
れ

る
、
こ
う
し
た
文
化
運
動
の
活
動

家
ら
が
交
流
す
る
地
域
の
文
化
セ

ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
も
、
揺
籃

社
は
担
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

多
摩
少
年
院
院
長
の
太
田
秀
穂

土
研
究
会
を
結
成
。
複
式
授
業
解

消
運
動
を
展
開
し
た
り
、
市
川
房

枝
ら
婦
人
運
動
の
先
駆
者
と
元
八

王
子
村
の
女
性
た
ち
と
を
交
流
さ

せ
る
活
動
を
し
た
り
し
た
ほ
か
、

学
者
や
文
化
人
を
招
い
て
の
座
談

会
や
見
学
会
を
開
催
し
て
い
き
ま

し
た
。

　

な
か
で
も
、
由
木
村
で
展
開
し

た
無
医
村
解
消
運
動
は
マ
ス
コ
ミ

に
も
紹
介
さ
れ
、
全
国
に
波
及
し

ま
し
た
。
村
に
は
医
学
部
学
生
ら

や
元
八
王
子
小
学
校
校
長
の
平
井

鉄
太
郎
な
ど
、
橋
本
の
活
動
に
理

解
を
示
す
知
識
人
も
常
連
と
し
て

店
を
よ
く
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
薫

心
会
に
参
加
し
、
市
川
英
作
ら
と

と
も
に
多
摩
勤
労
中
学
（
現
八
王

子
学
園
八
王
子
中
学
校
・
高
等
学

校
）
創
立
に
尽
力
し
た
南
町
の
歯

科
医
、
須
田
松
兵
衛
な
ど
は
、
20

年
も
の
間
、
ほ
ぼ
毎
日
揺
籃
社
に

通
い
つ
め
る
熱
心
な
顧
客
（
友

人
）
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

教
育
科
学
研
究
会

　

１
９
３
７
年
、
橋
本
は
松
井
翠

次
郎
の
ま
と
め
た
横
山
村
館た

て

の
農

が
訪
れ
て
集
団
診
療
が
な
さ
れ
、

文
部
大
臣
が
視
察
に
訪
れ
る
な

ど
、
一
定
の
成
果
を
収
め
た
も
の

の
、
残
念
な
が
ら
戦
争
の
影
響
で

中
途
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

村
生
活
の
実
態
調
査
を
雑
誌

『
教
育
』
に
送
り
ま
す
。
こ

れ
を
き
っ
か
け
に
、『
教
育
』

を
編
集
し
て
い
た
教
育
科
学

研
究
会
（
教
科
研
）
の
幹
部

で
あ
っ
た
教
育
学
者
の
城
戸

幡
太
郎
や
留
岡
清
男
ら
と
の

活
発
な
交
流
が
始
ま
り
ま
し

た
。

　

橋
本
が
共
鳴
し
た
教
科
研

と
は
、
教
育
を
観
念
的
な
も

の
で
な
く
、
客
観
的
・
実
証

的
に
捉
え
よ
う
と
城
戸
ら
を

中
心
に
結
成
さ
れ
た
グ
ル
ー

プ
で
、
１
９
３
９
年
に
は
全

国
に
先
駆
け
て
教
科
研
南
多

摩
支
部
が
結
成
さ
れ
ま
す
。

橋
本
ら
は
、
農
村
地
帯
に
残

る
複
式
授
業
（
１
つ
の
教
室

で
複
数
の
学
年
を
教
え
る
授
業
方

法
）
の
撤
廃
を
働
き
か
け
た
り
、

農
村
図
書
館
運
動
に
か
か
わ
っ
た

り
し
ま
し
た
。
恩
方
村
の
小
学
校

で
の
農
村
図
書
館
運
動
を
描
い
た

文
化
映
画
「
村
の
学
校
図
書
館
」

（
１
９
４
１
年
公
開
）
に
は
、
橋

本
も
町
の
本
屋
さ
ん
と
し
て
出
演

し
て
い
ま
す
。

　

橋
本
は
教
科
研
の
枠
に
と
ら
わ

れ
ず
、
さ
ら
に
活
動
の
幅
を
広
げ

よ
う
と
、
１
９
４
０
年
に
多
摩
郷

▲

八
王
子
に
迎
え
た
教
科
研
一
行

（
後
列
左
端
が
橋
本
）

▲

開
店
初
年
の
揺
籃
社
と
貼
り
紙

▲

揺
籃
社
の
初
期
の
包
み
紙

▲

文
化
映
画
「
村
の
学
校

図
書
館
」
に
出
演

▲

移
転
し
た
揺
籃
社
に
て
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特集―――橋本義夫と八王子

戦
争
と
向
き
合
う

　

太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
、
非

戦
論
者
だ
っ
た
橋
本
も
「
敗
戦
と

な
れ
ば
人
民
が
惨
苦
を
負
担
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
陸
海
軍

に
寄
付
す
る
な
ど
約
１
年
間
は
戦

争
協
力
を
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
後
は
敗
戦
を
予
測
し
、

早
期
終
結
に
よ
っ
て
戦
争
被
害
を

少
な
く
す
る
べ
き
と
考
え
る
に
至

り
、
改
め
て
非
戦
論
者
に
戻
り
ま

し
た
。

　

敗
戦
前
年
の
あ
る
日
、
小
学
４

年
生
だ
っ
た
息
子
の
鋼
二
と
散
歩

を
し
て
い
た
橋
本
義
夫
は
、
次
の

よ
う
に
語
り
か
け
ま
し
た
。

 

「
お
前
に
言
っ
て
お
く
、
戦
争
は

負
け
る
。
き
っ
と
負
け
る
」

　

驚
い
た
鋼
二
少
年
が
「
何
と
か

な
ら
な
い
の
か
」
と
問
い
か
け
る

と
、

　
「
上
手
に
負
け
て
、
そ
の
後
み

ん
な
頑
張
れ
ば
い
い
の
だ
よ
」

と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
年
の
12
月
、
橋
本
は
治
安

維
持
法
違
反
で
検
挙
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
特
高
警
察
は
揺
籃
社
の

店
内
や
自
宅
ま
で
家
宅
捜
索
を

し
、
書
籍
や
手
帳
、
日
記
な
ど
を

大
量
に
押
収
し
ま
し
た
。
そ
し
て

橋
本
は
牛
込
区
（
現
新
宿
区
）
の

早
稲
田
署
に
連
行
さ
れ
、
約
５
か

月
も
の
間
、
監
禁
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。

　

八
王
子
に
戻
っ
た
の
も
束
の

間
、
１
９
４
５
年
８
月
の
八
王
子

空
襲
に
よ
っ
て
経
営
す
る
揺
籃
社

だ
け
で
な
く
、
蔵
書
を
避
難
さ
せ

て
お
い
た
生
家
ま
で
も
が
全
焼
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
生
活
の
基
盤

だ
け
で
な
く
、
自
身
の
思
想
の
核

と
な
っ
た
書
籍
ま
で
失
っ
た
こ
と

に
、
橋
本
が
ど
れ
ほ
ど
の
喪
失
感

を
抱
い
た
か
、
想
像
に
難
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　

敗
戦
後
、
橋
本
は
日
本
を
復
興

さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

か
と
模
索
し
、「
我
が
主
張
」
や

「
何
を
清
掃
す
べ
き
か
」「
夢
、
実

現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
夢
」
と

題
し
た
提
言
な
ど
を
い
く
つ
も
書

き
残
し
ま
し
た
。
ま
た
、
国
内
の

戦
争
責
任
の
追
及
が
不
十
分
な
こ

と
を
憂
い
て
、
１
９
４
６
年
２
月

に
「
戦
争
犯
罪
自
己
調
書
」
を
記

し
、
自
ら
の
戦
争
責
任
ま
で
明
ら

か
に
し
て
い
ま
す
。

地
方
文
化
研
究
会

　

そ
し
て
橋
本
は
、「
文
化
不
毛

の
地
」
八
王
子
に
「
文
化
的
緑
化

計
画
」
を
実
現
し
よ
う
と
運
動
を

開
始
し
ま
す
。
１
９
５
１
年
に

は
、
自
宅
玄
関
先
に
「
地
方
文
化

研
究
会
」
と
い
う
小
さ
な
看
板
を

掲
げ
、
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

　

こ
の
会
で
具
体
的
に
展
開
し
た

の
は
、
建
碑
活
動
を
は
じ
め
、
丘

陵
開
発
運
動
や
博
物
館
建
設
運

動
、
地
方
史
研
究
と
「
地
方
文
化

資
料
」
な
ど
の
出
版
、
地
方
紙
へ

の
投
稿
な
ど
で
す
。
こ
う
し
た
取

り
組
み
は
い
ず
れ
も
、
地
方
の
人

び
と
の
た
め
に
尽
く
し
な
が
ら
埋

も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
地
域
の
偉

人
を
顕
彰
し
、
そ
の
志
を
広
く
伝

え
る
た
め
で
あ
っ
た
り
、
多
摩
丘

陵
の
自
然
を
大
切
に
し
な
が
ら
地

域
を
開
発
し
て
い
く
た
め
に
計
画

し
た
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
建

て
ら
れ
た
石
碑
は
６
年
間
に
約
15

基
（
Ｐ
８
～
９
参
照
）、
作
成
さ

れ
た
地
方
文
化
資
料
は
13
年
間
に

60
冊
以
上
と
い
う
数
に
の
ぼ
り
ま

す
。

　

さ
ら
に
橋
本
は
、
15
年
間
に
約

２
２
９
０
編
と
い
う
地
方
紙
（
商

工
日
日
新
聞
な
ど
）
へ
の
投
稿
も

し
て
い
ま
す
。
投
稿
の
際
に
は
本

名
だ
け
で
な
く
、
多
摩
丘
人
、
中

野
吾
作
、
菜
梨
言
平
な
ど
と
い
っ

た
約
70
も
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
い

分
け
、
最
も
多
い
１
９
６
３
年
に

夢
、
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
夢

青
年
諸
君
、
老
壮
年
の
き
た
な
ら
し
い
夢
を
、

す
っ
か
り
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
よ
く
消
毒
し
よ
う
。

青
年
諸
君
、

夢
み
ろ
、

夢
み
ろ
、

夢
の
な
い
と
こ
ろ
に
、

復
興
は
な
い
ん
だ
よ
。

日
本
の
村
に
も
町
に
も

世
界
中
の
人
が
住
み

世
界
中
の
国
々
に

日
本
人
が
住
み

そ
こ
で
働
き

そ
の
土
地
の
た
め
に
な
り

世
界
の
た
め
に
な
り

み
ん
な
そ
こ
で
葬
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
。

　
　

一
九
四
六
、
二
、
一
一

（
日
記
よ
り
抜
粋
）

▲

戦
争
犯
罪
自
己
調
書
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は
、
２
７
４
編
も
の
投
稿
文
が
掲

載
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
何

で
も
書
い
て
た
め
し
て
み
た
経
験

が
、
後
に
み
ん
な
に
文
章
を
書
か

せ
た
い
と
い
う
思
い
、
そ
し
て

「
ふ
だ
ん
記
運
動
」（
Ｐ
６
～
７
参

照
）
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

地
域
の
活
動
家
ら
と
の

交
流

　

敗
戦
後
に
始
め
た
橋
本
義
夫
の

活
動
の
多
く
は
周
囲
の
賛
同
を
得

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
次
第
に

彼
の
文
化
運
動
を
支
援
す
る
人
も

現
れ
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
八
王
子
振
興
信
用
組

合
理
事
の
鈴
木
龍
二
は
「
多
摩
文

化
研
究
会
」
を
主
宰
し
、
橋
本
を

は
じ
め
と
し
た
地
域
の
郷
土
史
家

に
季
刊
誌
『
多
摩
文
化
』
と
い
う

研
究
発
表
の
場
を
提
供
し
ま
し

た
。
会
に
は
沼
謙
吉
や
椚
國
男
ら

若
手
研
究
者
ら
が
加
わ
り
、
や
が

て
橋
本
と
と
も
に
活
動
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
橋
本
が
『
歴
史
評
論
』

に
「
困
民
党
」
に
つ
い
て
の
論
考

を
掲
載
し
た
こ
と
か
ら
、
多
摩
に

お
け
る
困
民
党
事
件
の
概
要
が
全

国
に
知
れ
渡
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
知
己
を
得
た
１
人
に

新
進
気
鋭
の
歴
史
家
、
色
川
大
吉

が
い
ま
す
。
色
川
は
１
９
６
４

年
、
民
衆
思
想
史
の
草
分
け
と

な
っ
た
『
明
治
精
神
史
』
を
上
梓

し
、
１
９
６
６
年
に
八
王
子
に
移

り
住
ん
で
か
ら
は
橋
本
ら
と
と
も

に
積
極
的
に
多
摩
地
域
の
社
会
運

動
に
も
参
加
し
ま
し
た
。

　

１
９
７
４
年
、
色
川
は
『
中
央
公

論
』
誌
上
に
「
現
代
の
常
民

―

橋
本
義
夫
論
」
を
発
表
し
ま
す
。

こ
れ
を
元
に
刊
行
し
た
『
あ
る
昭

和
史

―
自
分
史
の
試
み
』（
中

央
公
論
社
）
と
い
う
本
で
「
自
分

史
」
を
造
語
し
、
橋
本
義
夫
の
半

生
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

ふ
だ
ん
記
運
動
と
と
も
に
、
全
国

に
橋
本
義
夫
の
名
が
知
ら
れ
る
大

き
な
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

▲

自
転
車
で
走
り
回
っ
て
い
た
橋
本

▲「多摩文化」に参加していた方々	
（３列目中央が橋本、その左が色川大吉）

◎参考文献
　橋本鋼二『万人に文を』（揺籃社）
　橋本義夫『沙漠に樹を』（揺籃社）
　橋本義夫『暴風雨の中で』（ふだん記旭川グループ）

　

橋
本
義
夫
は
１
９
６
８
年
に
創

刊
し
た
「
ふ
だ
ん
ぎ
」
に
よ
っ

て
、
全
国
に
広
く
知
ら
れ
る
存
在

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
１
９
７

０
年
代
後
半
か
ら
は
高
度
工
業
社

会
の
も
た
ら
す
暗
部
に
目
を
向

け
、
新
し
い
価
値
観
を
持
つ
文
化

の
創
造
を
期
待
し
て
「
新
人
類
文

化
」
と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
、

ふ
だ
ん
記
運
動
の
成
功
を
も
と

に
、
よ
り
良
い
社
会
の
在
り
方
を

模
索
し
ま
し
た
。

　

そ
の
取
り
組
み
は
１
９
８
５
年

８
月
４
日
に
永
眠
す
る
ま
で
、
精

力
的
に
続
い
た
の
で
す
。
彼
は

「
文
化
不
毛
の
地
」
と
感
じ
た
八

王
子
に
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦

難
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
生
涯
に

わ
た
っ
て
理
想
社
会
の
実
現
に
向

け
て
信
念
を
持
ち
、
活
動
を
続
け

て
い
き
ま
し
た
。

　

後
に
橋
本
は
自
身
の
活
動
の
こ

と
を
、「
禿
山
に
木
を
植
え
る
男
」

と
い
う
詩
に
表
し
て
い
ま
す
。
た

し
か
に
彼
が
目
指
し
た
も
の
は
理

想
的
に
過
ぎ
る
部
分
も
あ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
の

八
王
子
の
文
化
の
あ
り
方
を
考
え

る
と
き
に
、
橋
本
義
夫
が
植
え
た

木
は
多
く
の
実
り
を
私
た
ち
市
民

に
与
え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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特集―――橋本義夫と八王子

上
で
、「
誰
か
謄
写
版
で
い
い
か
ら
み
ん

な
の
文
集
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
い

う
橋
本
の
誘
い
に
、
す
ぐ
に
手
を
挙
げ
た

の
が
主
婦
の
四
宮
さ
つ
き
で
し
た
。
早
速

作
業
に
取
り
掛
か
り
、
翌
年
１
月
に
は
ガ

リ
版
刷
り
35
ペ
ー
ジ
、
15
人
が
執
筆
し
た

冊
子
「
ふ
だ
ん
ぎ
」
が
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。

　

産
声
を
あ
げ
た
の
は
、
地
域
文
化
運
動

に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
た
追
分
郵
便

局
長
、
大
野
聖
二
の
自
宅
の
一
室
。
大
野

聖
二
・
弘
子
夫
妻
や
四
宮
さ
つ
き
ら
が
手

作
り
で
印
刷
し
た
50
部
の
冊
子
の
表
紙
に

は
、
号
数
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
記

念
す
べ
き
創
刊
号
が
仕
上
が
っ
た
と
き
、

大
野
弘
子
は
、「
今
に
、
こ
れ
を
博
物
館

に
並
ぶ
よ
う
に
し
て
み
せ
ま
す
」
と
い
う

橋
本
の
力
強
い
こ
と
ば
を
耳
に
し
ま
し
た
。

　

投
稿
者
や
ペ
ー
ジ
数
も
増
え
、
現
在
も

脈
々
と
続
い
て
い
る
「
ふ
だ
ん
ぎ
」
で
す

が
、
定
期
的
に
刊
行
さ
れ
る
冊
子
へ
各
々

が
文
章
を
投
稿
す
る
と
い
う
基
本
の
ス
タ

イ
ル
は
い
ま
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

う
し
て
書
い
た
文
章
が
積
み
重
な
る
と
、

や
が
て
１
冊
の
個
人
本
（
自
分
史
）
と

な
っ
て
い
く
こ
と
も
橋
本
は
想
定
し
て
い

ま
し
た
。

　
「
ふ
だ
ん
ぎ
」
誌
に
書
き
た
め
た
も
の

を
ま
と
め
て
、
鳶
職
の
尾
股
惣
司
が
１
９

７
２
年
に
著
し
た
『
あ
る
鳶
職
の
記
録
』

は
、
江
戸
っ
子
の
暮
ら
し
を
瑞
々
し
い
筆

致
で
描
い
た
１
冊
で
す
。
後
に
大
手
出
版

社
で
も
刊
行
さ
れ
た
こ
の
本
を
、
落
語
家

の
柳
家
小
三
治
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
「
私
の

本
棚
」で
朗
読
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

▲

尾
股
惣
司
著
『
あ
る
鳶
職
の
記
録
』

▲「ふだんぎ」創刊号の表紙

橋
本
義
夫
の

ふ
だ
ん
記
運
動

橋
本
義
夫
は
数
々
の
社
会
運
動
を
起
こ
し
て
き
ま
し
た
が
、
な
か
で

も
１
９
６
８
年
に
創
始
し
た
「
ふ
だ
ん
記
」
と
い
う
文
章
記
録
運
動

は
、
八
王
子
に
と
ど
ま
ら
ず
全
国
に
展
開
し
、
最
も
世
に
知
ら
れ
る

活
動
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
八

王
子
発
祥
の
文
章
グ
ル
ー
プ
「
ふ
だ

ん
記
」
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

●「
ふ
だ
ん
記　

雲
の
碑
」
グ
ル
ー
プ

北
野
台
２
―
13
―
６ 

橋
本
緑
方

☎
・
ＦＡＸ
（
６
３
６
）
８
４
２
２

　
創

　
刊

　

１
９
５
０
年
代
、
地
方
紙
へ
の
投
稿
を

重
ね
て
き
た
橋
本
義
夫
は
、
よ
り
多
く
の

庶
民
が
文
章
を
書
き
、
発
表
で
き
る
よ
う

な
場
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
趣
旨
に
賛
同
し
た
知

人
の
主
婦
数
人
と
と
も
に
、
１
９
５
８
年

に
「
ふ
だ
ん
ぎ
」
の
会
を
結
成
し
、
回
覧

ノ
ー
ト
を
作
成
し
ま
す
。

　

10
年
経
っ
た
１
９
６
７
年
11
月
に
は
、

彼
女
た
ち
の
書
い
た
身
辺
雑
記
を
ま
と
め

て
『
多
摩
婦
人
文
集
』
を
刊
行
し
、
執
筆

者
や
市
内
の
文
化
人
な
ど
に
声
を
か
け
て

出
版
記
念
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
席

　
飛

　
躍

　

創
刊
し
て
２
か
月
後
に

は
早
速
２
号
が
発
行
さ
れ
、

そ
の
後
号
数
を
重
ね
る
ご

と
に
投
稿
者
、
発
行
部
数

が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

１
９
７
０
年
12
月
発
行
の

17
号
に
な
る
と
、
１
０
０

ペ
ー
ジ
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
折
、
橋
本
は
散
田
町
で
創
業
し

た
ば
か
り
の
印
刷
会
社
、
清
水
工
房
を
訪

れ
ま
す
。
創
業
者
の
清
水
英
雄
は
、
４
畳

半
の
工
房
を
訪
れ
る
な
り
、「
狭
け
り
ゃ
、

な
お
結
構
」
と
語
る
橋
本
の
姿
を
鮮
明
に

覚
え
て
い
て
、「
人
を
上
下
関
係
で
見
る

こ
と
な
く
、
同
一
線
上
に
身
を
置
い
て
い

る
人
だ
」
と
直
感
し
ま
し
た
。
こ
の
と

き
、
橋
本
が
清
水
工
房
に
置
い
て
い
っ
た

の
は
、
ふ
だ
ん
記
の
指
南
書
『
ふ
だ
ん
記

に
つ
い
て
』
の
原
稿
で
す
。
清
水
工
房
に

と
っ
て
、
こ
の
本
が
初
め
て
の
書
籍
の
仕

事
で
し
た
。
１
９
７
１
年
に
「
ふ
だ
ん

ぎ
」
18
号
が
タ
イ
プ
印
刷
と
な
っ
て
か
ら

は
、
毎
号
の
「
ふ
だ
ん
ぎ
」
誌
の
印
刷
も

担
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

探っていくのは興味がある
が、強制的に教えられるの
は面白くない。

義夫の短言
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思

　
想

　

と
こ
ろ
で
、
橋
本
は
な
ぜ
ふ
だ
ん
記
と

い
う
文
章
記
録
運
動
を
始
め
る
に
至
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
理
由
の
１
つ
に
歴
史
へ
の
意
識
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。「
文
を
書
く
」
と
い
う

こ
と
は
、
か
つ
て
は
特
権
階
級
の
も
の
と

さ
れ
、
一
部
の
人
間
の
記
録
し
か
残
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
橋
本
は
万
人
が
書
き
、
そ

の
記
録
が
残
る
こ
と
に
よ
っ
て
庶
民
の
生

活
が
歴
史
に
な
り
得
る
と
考
え
た
の
で

す
。

　

と
は
い
え
、
い
ま
ま
で
文
章
な
ど
書
い

た
こ
と
も
な
い
人
に
「
文
を
書
け
」
と

い
っ
て
も
無
理
な
話
で
す
。
そ
ん
な
抵
抗

感
か
ら
解
放
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
が

「
下
手
に
書
き
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
ば

　
各

　
地

　

橋
本
義
夫
は
「
そ
の
土
地
よ
か
れ
、
そ

の
人
よ
か
れ
」
と
、
自
分
た
ち
の
住
む
各

地
で
ふ
だ
ん
記
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
よ

う
勧
め
ま
す
。
こ
の
考
え
方
に
呼
応
し

て
、
現
在
も
全
国
（
東
京
）・
関
西
（
大

阪
）・
春
日
部
・
さ
い
は
て
（
北
見
）・

あ
い
ち
・
北
九
州
・
四
条
畷
（
大
阪
）・

津
軽
・
旭
川
・
静
岡
・
み
ち
の
く
（
仙

台
）・
札
幌
・
江
別
・
高
知
・
留
萌
・
雲

の
碑
（
八
王
子
）・
帯
広
の
17
グ
ル
ー
プ

が
活
動
し
、
交
流
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

ふ
だ
ん
記
運
動
発
祥
の
地
、
八
王
子
で

も
「
ふ
だ
ん
記　

雲
の
碑
」
グ
ル
ー
プ
が

活
動
し
て
い
ま
す
。「
雲
の
碑
」
グ
ル
ー

プ
で
は
、
年
２
回
（
６
月
・
12
月
）
機
関

誌
『
ふ
だ
ん
記　

雲
の
碑
』
を
刊
行
し
て

い
る
ほ
か
、
毎
年
４
月
の
第
３
日
曜
日
に

「
雲
の
碑
の
集
い
」
と
い
う
文
友
同
士
と

の
交
流
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

現
代
は
メ
ー
ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
、
人
と

人
と
の
新
し
い
つ
な
が
り
方
が
い
く
つ
も

あ
り
ま
す
が
、
ふ
だ
ん
記
で
は
い
ま
も
多

く
の
「
文
友
」
が
手
紙
や
ハ
ガ
キ
で
交
流

し
な
が
ら
、
機
関
誌
に
投
稿
を
続
け
て
い

で
し
た
。
名
文
や
美
文
を
手
本
と
せ
ず
、

自
分
の
こ
と
ば
で
あ
り
の
ま
ま
の
日
常
を

書
く
。
橋
本
は
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と

で
、
誰
も
が
文
を
書
き
や
す
く
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
野
弘
子
が
「
文
章
や
手
紙
を

書
く
た
び
に
、
橋
本
義
夫
さ
ん
や
四
宮
さ

つ
き
さ
ん
か
ら
鉄
砲
玉
の
よ
う
に
返
事
が

き
て
、
大
変
だ
っ
た
け
れ
ど
楽
し
か
っ

た
」
と
振
り
返
る
よ
う
に
、
ハ
ガ
キ
や
手

紙
で
の
自
由
な
交
流
が
盛
ん
で
し
た
。
こ

う
し
た
仲
間
の
こ
と
を
ふ
だ
ん
記
で
は

「
文
友
」
と
呼
び
、
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

橋
本
の
考
え
方
は
、
１
９
７
８
年
に
刊

行
さ
れ
た
講
談
社
現
代
新
書
『
だ
れ
も
が

書
け
る
文
章
―
「
自
分
史
」
の
す
す
め
』

な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
た
ほ
か
、
歴
史
家
色

川
大
吉
の
書
籍
や
Ｔ
Ｖ
、
新
聞
な
ど
の
マ

ス
コ
ミ
に
も
紹
介
さ
れ
、
市
内
に
と
ど
ま

ら
ず
全
国
に
伝
播
し
て
い
き
ま
し
た
。

ま
す
。
ふ
だ
ん
記
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
新
人

優
先
」。
何
は
と
も
あ
れ
〝
普ふ

段だ
ん

着ぎ

〟
で

お
し
ゃ
べ
り
す
る
つ
も
り
で
、
身
近
な
こ

と
や
思
い
出
な
ど
の
人
生
体
験
を
あ
な
た

も
書
い
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

▲橋本義夫著
『だれもが書ける文章』
（講談社現代新書）

▲「ふだん記　雲の碑」の集いにて（2018年４月）

橋
本
義
夫
の

ふ
だ
ん
記
運
動

活
動
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
八

王
子
発
祥
の
文
章
グ
ル
ー
プ
「
ふ
だ

ん
記
」
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

●「
ふ
だ
ん
記　

雲
の
碑
」
グ
ル
ー
プ

北
野
台
２
―
13
―
６ 

橋
本
緑
方

☎
・
ＦＡＸ
（
６
３
６
）
８
４
２
２

何ごとでも経験であ
る。研究材料にすれば
マイナスはない。

義夫の短言

大
き
い
も
の
は
そ
れ
だ
け
。
小
さ
い

も
の
は
伸
び
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ

と
め
て
小
さ
い
も
の
を
伸
ば
そ
う
。

義
夫
の
短
言
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特集―――橋本義夫と八王子

１
９
５
０
年
代
、
橋
本
義
夫
は
市
内
に
十

数
基
の
石
碑
を
建
て
よ
う
と
企
画
・
立
案

し
、
尽
力
し
て
い
ま
し
た
。
い
ま
で
こ
そ

著
名
な
存
在
と
な
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、
建
立
当
時
は
賛
同
者
も
少
な
く
、
苦

難
の
連
続
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
八
王
子
に
と
っ
て
、
そ
し
て
橋
本

に
と
っ
て
特
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
８
つ

の
石
碑
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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●❻
造
化
の
碑

明
治
の
文
人
、
北
村
透
谷
は
一
時
期
滞
在
し
た
上

川
口
村
を
「
希
望
の
故
郷
、
幻
境
」
と
呼
ん
だ
。

橋
本
の
「
幻
境
の
碑
」
建
立
は
地
元
で
反
対
さ

れ
、
他
所
で
も
ク
レ
ー
ム
が
つ
き
、
北
村
の
『
内

部
生
命
論
』
の
一
節
に
変
更
し
て
碑
を
建
て
た
。

〈
み
つ
い
台	

谷
野
西
公
園
・
１
９
５
７
年
10
月
建
立
〉

●❼
近
代
先
覚
者
讃
碑

封
建
社
会
か
ら
続
く
差
別
と
闘
い
、
明
治
に
近
代

化
へ
の
道
を
拓
い
た
山
上
卓
樹
、
奥
田
兵
助
、
青

木
松
兵
衛
、
柏
木
豊
次
郎
、
山
口
重
兵
衛
、
宮
崎

豊
吉
、
武
藤
間
次
郎
、
山
上
卓
三
の
８
人
を
讃
え

た
。
旧
柏
木
豊
次
郎
邸
跡
に
建
碑
。

〈
泉
町	

泉
町
会
館
・
１
９
５
７
年
11
月
建
立
〉

●❺
絹
の
道
碑

橋
本
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
生
糸
の
運
搬

に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
鑓
水
の
「
横
浜
街
道

（
浜
街
道
）」
を
研
究
し
、「
絹
の
道
」
と
命
名
。

碑
を
建
て
れ
ば
「
日
本
蚕
糸
業
史
跡
」
と
な
り
、

丘
陵
地
の
観
光
に
資
す
る
と
考
え
た
。

〈
鑓
水	

大
塚
山
公
園
・
１
９
５
７
年
５
月
建
立
〉

●❶偉農河合宗兵衛頌徳碑
耐
寒
性
、
品
質
と
も
に
優
れ
た
裸
麦
の
新

品
種
「
宗
兵
衛
裸
」
を
作
っ
た
河
井
宗
兵

衛
（
１
８
５
２
～
１
９
１
０
）
は
、
長
期

に
わ
た
り
裸
麦
の
優
れ
た
品
種
を
育
成
し

た
ほ
か
、
研
究
実
践
を
も
と
に
新
栽
培
法

を
考
案
し
た
。

〈川口町	川口川北側沿い・1952年10月建立〉

●❸万葉歌碑

●❹図書塚

八
王
子
市
と
の
合
併
で
消
え
ゆ
く
南
多
摩
郡
横
山

村
の
名
を
、
万
葉
集
の
「
赤
駒
を
山
野
に
放
し
捕

り
か
に
て
多
摩
の
横
山
か
し
ゆ
か
や
ら
む
」
で
残

そ
う
と
建
碑
。
碑
の
周
囲
を
「
万
葉
公
園
」
と

し
、
万
葉
祭
を
開
く
な
ど
の
企
画
も
。

元
八
王
子
村
に
て
小
学
校
教
育
、
青
年
教
育
に
従

事
し
た
平
井
鉄
太
郎
（
１
８
７
１
～
１
９
５
１
）

の
顕
彰
碑
。
平
井
は
私
財
の
多
く
を
投
じ
て
良
書

を
集
め
、
青
少
年
の
図
書
館
を
作
ろ
う
と
し
た

が
、
八
王
子
空
襲
で
灰
燼
に
帰
し
た
。

〈散田町	万葉公園・1954年５月建立〉

〈諏訪町	図書塚公園・1954年11月建立〉

●❽コックス碑 大
正
・
昭
和
期
に
近
代
日
本
の
英
語
教
育
に
貢
献

し
た
父
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
息
子
の
ポ
ー
ル
、
ヘ
ン

リ
ー
の
コ
ッ
ク
ス
親
子
３
人
を
顕
彰
。
ポ
ー
ル

は
１
９
１
７
年
か
ら
浅
川
町
に
住
ん
で
い
た
が
、

１
９
４
５
年
に
強
制
送
還
途
上
で
死
去
。

〈鑓水	多摩養育園・1957年12月建立〉

●❷
困
民
党
首
領

　
　
　
塩
野
倉
之
助
碑

塩
野
家
は
代
々
名
主
を
務
め
た
豪
農
。
塩
野
倉
之

助
（
１
８
２
４
～
１
９
０
７
）
は
貧
し
い
地
方
の

農
民
の
た
め
立
ち
上
が
っ
た
が
、
逮
捕
さ
れ
、
家

も
没
落
し
た
。
幼
少
期
に
囲
炉
裏
端
で
耳
に
し
て

い
た
塩
野
の
義
挙
を
評
価
し
て
建
碑
。

〈
犬
目
町	
安
養
寺
・
１
９
５
４
年
４
月
建
立
〉


