
ゑ
の
事
の
み
の
あ
け
く
れ
だ

田
園
の
画
家
|
和
高
節
一

一
と
ミ
レ
l

一
、
は
じ
め
に

日
本
画
家
・
和
高
節
二
を
知
っ
た
の
は
五
年
前
の
春
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
に
も
名
前
だ
け
は
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
直
接
に
知

{注
1
)

る
き
っ
か
け
は
、
そ
の
時
期
、
携
わ
っ
て
い
た
文
化
情
報
誌
の
シ
リ
ー
ズ
記
事
「
訪

聞
記
」
の
取
材
先
と
し
て
、
学
芸
員
の
T
氏
か
ら
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

T
氏
に
資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
美
術
館
の
所
蔵
品
図
録
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
作
品
と
画
歴
、
古
い
新
聞
記
事
、
作
品
を
写
し
た
写
真
:
・
。
資
料
は
多
く
は
な
か
っ

た
が
、
九
十
歳
に
近
い
高
齢
で
あ
る
こ
と
、
昭
和
十
五
年
に
紀
元
二
六

O
O年
奉
祝

日
本
画
展
と
い
う
大
き
な
展
覧
会
で
最
高
賞
を
得
、
全
国
的
注
目
を
浴
び
た
こ
と
、

そ
の
後
も
変
わ
ら
ず
生
ま
れ
育
っ
た
山
里
で
の
制
作
を
続
け
て
き
た
こ
と
、
そ
ん
な

知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
作
品
は
い
ず
れ
も
山
村
の
風
物
を
テ
l
マ
と
し
た
穏

や
か
な
作
風
の
も
の
で
、
抑
制
の
き
い
た
色
彩
と
清
々
し
い
描
線
に
心
ひ
か
れ
る
も

の
が
あ
っ
た
。

教
え
ら
れ
た
電
話
番
号
を
回
す
と
、
画
家
本
人
が
出
た
。
用
件
を
伝
え
る
と
、

八

典

子

田

「
も
う
ず
っ
と
そ
う
い
う
こ
と
は
断
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
い
っ
た
返
事
が

戻
っ
て
き
た
。
少
し
く
ぐ
も
っ
た
ぼ
そ
ぼ
そ
と
し
た
声
だ
っ
た
。

「
ぜ
ひ
に
」
と
再

度
お
願
い
す
る
。
画
家
は
し
ば
ら
く
黙
っ
て
こ
ち
ら
の
話
に
耳
を
傾
け
た
後
、
意
外

な
ほ
ど
あ
っ
さ
り
と
「
そ
れ
で
は
」
と
承
諾
し
て
く
れ
た
。
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画
家
の
自
宅
を
訪
ね
た
日
は
、
四
月
初
め
の
と
て
も
天
気
の
よ
い
目
だ
っ
た
。
自

(注
2
)

宅
の
裏
手
の
坂
道
で
車
を
降
り
る
と
、
年
配
の
婦
人
に
寄
り
添
わ
れ
て
細
い
道
を
ゆ
っ

く
り
と
上
っ
て
く
る
小
柄
な
老
人
の
姿
が
自
に
入
っ
た
。
老
人
は
近
づ
く
と
聞
き
覚

え
の
あ
る
声
で
言
っ
た
。

「
大
変
で
す
の
う
。
わ
し
ら
が
お
る
け
ん
、
い
け
ん
の
よ
の
う
」

初
対
面
の
緊
張
感
が
ほ
っ
と
和
む
、
飾
り
気
の
な
い
温
か
な
言
葉
だ
っ
た
。

そ
の
日
、
庭
に
面
し
た
画
室
の
一
隅
で
椅
子
に
腰
掛
け
、
和
高
は
自
ら
の
歩
み
に

つ
い
て
よ
く
語
っ
て
く
れ
た
。
方
言
で
の
抄
前
な
語
り
だ
っ
た
。

画
室
は
広
い
和
室
で
、

一
見
ご
く
普
通
の
農
家
の
一
室
と
い
う
印
象
だ
っ
た
が
、

ひ
と
つ
違
っ
て
い
た
の
は
、
襖
や
壁
に
何
層
に
も
な
っ
て
立
て
掛
け
ら
れ
て
い
る
作



品
群
の
存
在
だ
っ
た
。
二
十
一
歳
の
頃
描
い
た
新
妻
の
肖
像
〈
妻
の
像
〉
、
妻
子
が

モ
デ
ル
の
〈
母
子
v
、

〈
猫
と
話
を
す
る
老
人
〉
、
苔
や
短
い
草
の
生
え
た
石
垣
を

画
面
い
っ
ぱ
い
に
描
い
た
一
見
抽
象
画
と
も
見
え
る
作
品
:
・
。
対
談
の
後
、
和
高
が

ゆ
っ
く
り
と
し
た
足
取
り
で
画
室
を
巡
り
、
作
品
を
紹
介
し
て
く
れ
た
こ
と
を
A
7
懐

か
し
く
思
い
出
す
。
現
在
は
そ
の
多
く
が
広
島
県
立
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る

作
品
群
で
あ
る
。

対
談
を
終
え
、
帰
路
に
つ
い
た
私
の
胸
に
は
、
そ
の
日
の
青
空
に
も
似
た
清
々
し

い
感
動
が
広
が
っ
て
い
た
。
社
会
に
出
て
何
年
か
た
ち
、
社
会
や
人
々
の
有
り
様
に

失
望
を
感
じ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
時
期
で
も
あ
り
、
人
生
と
芸
術
に
対
す
る

和
高
の
真
動
車
な
言
葉
に
は
胸
打
た
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
き
わ
や
か
な
野
の
風
に

顔
を
吹
か
れ
た
思
い
が
し
た
。

そ
し
て
同
時
に
そ
の
感
動
の
中
に
、

一
つ
の
疑
問
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
私
は

気
づ
い
た
。
和
高
の
創
作
に
対
す
る
思
い
、
そ
の
熱
さ
、
ひ
た
む
き
さ
に
は
一
種
不

思
議
な
感
じ
さ
え
あ
っ
た
。
芸
術
こ
そ
が
和
高
の
生
涯
を
貫
く
一
本
の
強
靭
な
支
柱

x-
つ
F

-

。

+
J
頃

争

d

「
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
」
、
私
は
そ
ん
な
思
い
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
一
生
、
人
間
と
芸
術
の
関
わ
り
を
見
つ
め
続
け
て
い

く
で
あ
ろ
う
私
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
根
源
的
で
重
要
な
問
い
か
け
で
も
あ
っ
た
。

(注
3
)

対
談
の
中
で
和
高
は
画
家
を
志
し
た
き
っ
か
け
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
わ
し
ゃ
あ
、
若
い
折
か
ら
虚
弱
の
質
で
の
、
そ
れ
は
現
在
も
続
い
て
お
る
ん
で
す
。

で
、
小
学
校
卒
業
す
る
頃
に
の
、
何
に
な
ろ
う
か
と
思
う
た
と
こ
ろ
が
、
ま
、

番

自
分
が
好
き
な
こ
と
い
う
の
が
、
図
画
が
成
績
が
よ
か
っ
た
ろ
思
う
の
よ
の
、
そ
う

し
た
ら
や
っ
ぱ
り
絵
の
方
行
っ
た
が
え
え
か
の
思
う
て

10
芸
術
よ
の
。
芸
術
な
ら

の
、
自
分
が
自
由
に
な
る
だ
ろ
と
思
う
た
ん
。
そ
い
か
ら
そ
の
頃
、

ロ
マ
ン
・
ロ
オ

ラ
γ
の
書
い
た
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
ミ
レ
エ
』
ゅ
う
本
を
、
わ
し
、
こ
う
て
の
、

そ
れ
え
教
科
書
に
し
た
訳
よ
。
そ
の
本
を
の
一
、
風
呂
を
た
く
に
も
山
へ
行
く
に
も
、

懐
へ
入
れ
て
の
、
見
て
:
・
。
絵
描
き
の
歩
く
道
よ
の
、
ミ
レ
エ
の
技
術
を
習
う
ん
じ
ゃ

な
し
に
、
絵
描
き
と
し
て
の
生
き
方
ゅ
う
の
を
、
教
わ
っ
た
訳
な
ん
で
。
そ
れ
え
感

激
し
た
訳
よ
の
、
う
ん
。
や
っ
ぱ
り
そ
れ
が
本
当
の
よ
う
な
、
わ
し
ゃ
、
気
持
ち
に

な
っ
て
の
。
そ
れ
が
わ
し
の
、
今
日
に
至
る
ま
で
一
生
を
支
配
し
ま
し
た
の
う
、
う

ん
L一一

こ
の
言
葉
の
中
で
特
に
印
象
深
く
思
え
た
の
は
、
芸
術
な
ら
自
分
が
自
由
に
な
る

だ
ろ
う
と
思
っ
た
と
い
う
く
だ
り
、
そ
し
て
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
一
書
『
ベ

l
ト
l

ヴ
ェ
ン
と
ミ
レ
エ
』
と
の
出
合
い
で
あ
る
。
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そ
の
日
私
は
写
真
撮
影
の
必
要
も
あ
っ
て
、
こ
の
貴
重
な
書
物
を
借
り
受
け
た
。

色
槌
せ
た
ぺ

l
ジ
を
聞
く
と
和
高
の
手
に
な
る
書
き
込
み
が
散
見
さ
れ
た
。

「
風
呂

を
た
く
に
も
山
へ
行
く
に
も
、
懐
へ
入
れ
て
」
、
何
度
と
な
く
聞
い
て
読
ん
だ
で
あ

ろ
う
若
き
日
の
和
高
の
姿
が
訪
併
と
し
た
。
そ
の
情
景
に
は
、
人
を
捉
え
て
離
さ
な

い
芸
術
と
い
う
も
の
の
不
思
議
さ
が
大
変
純
粋
な
形
で
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

ミ
レ
!
と
の
出
会
い
が
一
生
を
支
配
し
た
と
ま
で
和
高
は
語
っ
て
い
る
。
和
高
節

二
と
ミ
レ
l
。

一
見
対
照
的
な
二
人
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
国
も
時
代
も
、

あ
る
い
は
知
名
度
も
、
そ
し
て
同
じ
絵
画
と
は
言
え
技
法
も
作
風
も
。
し
か
し
そ
の

違
い
を
超
え
て
、
こ
の
二
作
家
の
世
界
に
は
確
か
な
共
通
の
流
れ
が
認
め
ら
れ
る
の

だ。
本
論
で
は
、
和
高
と
ミ
レ
!
の
も
っ
と
も
分
か
り
ゃ
す
い
共
通
項
、

「
田
園
」
と



い
う
環
境
に
注
目
し
な
が
ら
、
二
作
家
の
作
品
世
界
を
訪
ね
、
芸
術
の
本
質
的
な
交

流
の
奥
深
さ
に
触
れ
て
み
た
い
。

ニ
、
ミ
レ
!
と
日
本

昨
年
八
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
東
京
、
京
都
、
甲
府
で
大
規
模
な
ミ
レ

l
展

が
開
催
さ
れ
た
。

「
『
四
季
』
ア
l
ス
色
の
や
さ
し
さ
」
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ
、

主
催
者
に
名
を
連
ね
る
マ
ス
コ
ミ
の
意
向
も
あ
っ
た
の
か
、

エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
言

葉
が
注
目
さ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、

〈
四
季
〉
と
い
う
作
品
を
中
心
に
、
ミ
レ
l
の

作
品
に
見
ら
れ
る
自
然
観
、
自
然
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
見
つ
め
直
そ
う
と
い
う
視

点
の
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

十
月
半
ば
に
京
都
展
を
鑑
賞
し
た
。
ミ
レ
l
の
作
品
を
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た

形
で
見
る
の
は
初
め
て
で
も
あ
り
、
興
味
深
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。

今
ま
で
も
内
外
の
美
術
館
で
何
点
か
、
ミ
レ
l
の
作
品
を
目
に
す
る
機
会
は
あ
っ

た
が
、
ミ
レ
!
の
名
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
り
、
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
し

ま
う
た
め
か
、
あ
ま
り
丁
寧
に
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
気
が
す
る
。
和
高
と
の
出
会

に
よ
っ
て
私
は
ミ
レ
l
を
見
直
す
形
と
な
っ
た
の
だ
が
、
今
回
、
初
期
か
ら
晩
年
ま

で
、
質
量
と
も
に
充
実
し
た
作
品
を
前
に
し
て
、

一
作
家
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ミ
レ
!
と
よ
う
や
く
正
面
か
ら
向
き
あ
え
た
気
持
ち
で
あ
っ
た
。
特
に
、
渋
い
け
れ

ど
も
澄
ん
だ
色
彩
、
時
に
荒
々
し
い
ほ
ど
の
力
強
さ
が
ほ
と
ば
し
る
描
写
な
ど
に
新

鮮
な
印
象
を
受
け
、

〈
春
〉
や
〈
鳥
の
巣
狩
り
人
た
ち
〉
と
い
っ
た
何
か
し
ら
妖
気

漂
う
作
品
に
は
ミ
レ

i
に
対
す
る
認
識
を
新
た
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
同
時
に
、
会
場
に
満
ち
た
熱
気
l
入
場
待
ち
で
長
蛇
の
列
が
で
き
る
ほ
ど

の
盛
況
ぶ
り
に
も
強
い
印
象
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
年
配
の
女
性
グ
ル
ー
プ
が
、
収

穫
を
テ
!
マ
に
し
た
絵
を
前
に
し
て
、
自
分
た
ち
も
昔
同
じ
よ
う
な
道
具
で
同
じ
よ

う
な
作
業
を
し
て
い
た
、
と
、
声
を
弾
ま
せ
て
話
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
た
が
、
会

場
の
熱
気
に
は
そ
う
い
う
懐
か
し
き
、
親
近
感
が
漂
い
、
ミ
レ
ー
は
や
は
り
日
本
人

に
深
く
親
し
ま
れ
て
い
る
画
家
な
の
だ
と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。

和
高
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
前
に
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
日
本
と
の
関
わ
り
を
見
て

お
き
た
い
と
思
う
が
、
ま
ず
最
初
に
、
ミ
レ
l
の
足
跡
を
お
お
ま
か
に
た
ど
っ
て
見

(注
4
)

ょ
う
。ジ

ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ

l
は
一
八
一
四
年
、

フ
ラ
ン
ス
は
ノ
ル
マ

γ
デ
ィ

地
方
の
小
村
グ
リ
ュ
シ
l
に
生
ま
れ
た
。
八
人
兄
弟
の
長
男
、
姉
に
続
く
第
二
子
。
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両
親
の
他
に
祖
母
や
大
お
じ
、
大
お
ば
も
一
緒
と
い
う
大
家
族
で
あ
っ
た
。
家
は
信

望
の
あ
る
農
家
で
、
信
仰
厚
く
、
教
養
豊
か
な
家
風
の
中
で
、
読
書
の
習
慣
や
古
典

の
素
養
を
身
に
付
け
な
が
ら
育
つ
。
特
に
敬
慶
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
っ
た
祖
母

(注
5
)

の
影
響
を
強
く
受
け
た
と
い
う
。

絵
は
子
ど
も
の
噴
か
ら
好
き
で
あ
っ
た
が
、

一
八
三
三
年
、
十
九
歳
の
時
、
家
族

の
理
解
に
支
え
ら
れ
、
絵
を
学
ぶ
た
め
十
七
キ
ロ
東
の
シ
ェ
ル
ブ
l
ル
に
赴
い
た
。

そ
し
て
三
七
年
に
は
シ
ェ
ル
ブ
l
ル
市
の
奨
学
金
を
得
て
パ
リ
へ
行
く
。
ル
ー
ブ
ル

美
術
館
を
熱
心
に
鑑
賞
し
、
特
に
ミ
ケ
ラ

γ
ジ
エ
ロ
に
感
動
し
て
い
る
。
ま
た
、
ド

(注
6
)

ラ
ロ
ッ
シ
ュ
の
ア
ト
リ
エ
に
入
っ
て
い
る
(
三
九
年
に
去
る
)
。
四

O
年
、
二
十
六

歳
で
サ
ロ
ン
に
肖
像
画
が
初
入
選
。
初
期
は
肖
像
画
、
続
い
て
「
華
や
か
な
手
法
」

(
裸
体
画
、
牧
歌
的
神
話
画
)

の
時
代
。
し
か
し
、
実
生
活
上
は
餓
死
寸
前
の
貧
困



の
中
で
最
初
の
妻
ポ
l
リ
l
ヌ
を
亡
く
す
な
ど
、
大
変
厳
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。

四
五
年
、
ヵ
ト
リ
l
ヌ
・
ル
メ
l
ル
と
一
緒
に
な
る
(
ミ
レ
l
家
の
反
対
が
あ
り
、

入
籍
は
五
三
年
、
挙
式
は
七
五
年
。
九
人
の
子
ど
も
に
恵
ま
れ
る
)
。
四
七
年
、
後

に
ミ
レ
!
の
伝
記
を
書
く
サ

γ
ス
ィ
エ
や
、
ド
l
ミ
ェ
、
テ
オ
ド
i
ル
・
ル
ソ

l
ら

を
知
る
。

四
八
年
三
十
四
歳
、

〈
箕
(
み
)
を
ふ
る
う
人
〉
好
評
(
無
審
査
の
サ
ロ

ン
)
。
農
民
の
主
題
に
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
る
。
四
九
年
コ
レ
ラ
が
発
生
。
パ

リ
の
東
南
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
フ
ォ

γ
テ
l
ヌ
ブ
ロ

l
の
森
に
隣
接

す
る
パ
ル
ピ
ゾ

γ
村
へ
行
き
、
以
後
定
住
す
る
。

五
O
年
〈
種
を
ま
く
人
〉
制
作
。
五
三
年
ア
メ
リ
カ
人
が
来
訪
し
て
作
品
購
入
。

生
活
安
定
し
始
め
る
。
五
七
年
〈
落
穂
拾
い
〉
、
五
九
年
八
晩
鐘
〉
完
成
。
晩
年
は

次
第
に
風
景
が
主
要
な
テ
l
マ
に
な
っ
て
く
る
。
六
七
年
、
五
十
三
歳
の
時
、
万
国

博
美
術
展
に
一
室
を
与
え
ら
れ
て
回
顧
展
開
催
、
確
固
と
し
た
地
位
を
築
く
。
ま
た

同
年
、
親
友
ル
ソ

l
の
死
を
看
取
る
。
六
八
年
レ
ジ
ョ

γ
・
ド
・
ヌ

l
ル
五
等
勲
章

を
受
け
る
(
日
本
で
は
こ
の
年
、
明
治
維
新
)
。
七

O
年
に
は
サ
ロ

γ
の
審
査
員
を

務
め
る
。
七
四
年
国
家
よ
り
パ
ン
テ
オ
ン
の
壁
画
制
作
の
依
頼
を
受
け
る
が
健
康
上

の
理
由
で
デ
ッ
サ
ン
に
と
ど
ま
る
(
こ
の
年
、
後
に
第
一
回
印
象
派
展
と
呼
ば
れ
る

「
画
家
、
彫
刻
家
、
版
画
家
の
無
名
作
家
協
会
展
」
が
開
催
さ
れ
、
印
象
派
の
名
の

起
こ
り
と
い
わ
れ
る
モ
ネ
の
〈
印
象
一
日
の
出
〉
が
出
品
さ
れ
て
い
る
)
。
七
五
年

一
月
三
日
結
婚
式
を
挙
げ
る
が
、
二
十
日
死
去
、
享
年
六
十
歳
。
ち
な
み
に
ミ
レ

l

と
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
コ
ロ
ー
も
こ
の
年
亡
く
な
っ
て
い
る
(
コ
ロ

l
は一

七
九
六
年
生
ま
れ
。
バ
ル
ビ
ゾ

γ
に
住
ん
だ
こ
と
は
な
い
)
。

さ
て
こ
こ
か
ら
は
日
本
に
視
点
を
移
し
た
い
。
ミ
レ
l
は
日
本
で
い
つ
ど
の
よ
う

(注
7
)

に
紹
介
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

ミ
レ
l
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
、
日
本
で
は
明
治
九
年
、
工
部
美
術
学
校
の
画
学
科

の
教
授
と
し
て
イ
タ
リ
ア
か
ら
フ
ォ
シ
タ
ネ
l
ジ
が
来
日
す
る
が
、
こ
の
時
彼
が
教

材
用
と
し
て
携
え
て
来
た
の
が
ミ
レ

l
の
作
品
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
最
初
で
あ

る
。
た
だ
し
そ
れ
は
原
画
で
は
な
く
複
製
画
か
、
ま
た
は
ミ
レ
!
の
死
去
直
後
に
そ

の
作
品
が
多
く
版
画
に
さ
れ
た
の
で
、
そ
う
い
っ
た
作
品
を
教
材
用
と
し
て
そ
ろ
え

て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
教
材
資
料
中
十
九
点
の
鉛
筆
画
手
本
が
現
在
東
京
国

立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
中
に
数
点
ミ
レ
!
の
作
品
あ
り
)
。
高
橋
由
一
の
手

に
な
る
ミ
レ
l
作
品
の
模
写
、
〈
た
き
ぎ
を
集
め
る
人
々
〉
(
由
一
画
題
名
〈
農
夫
〉
)
、

〈
草
を
焼
く
女
〉
の
二
点
が
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
(
東
京
芸
術
大
学
蔵
)
、

そ
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
二
十
一
年
に
は
黒
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田
清
輝
が
バ
ル
ビ
ゾ
ン
を
訪
問
。
ミ
レ

l
の
息
子
と
、
ミ
レ
l
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る。
ミ
レ
!
の
真
作
が
日
本
で
初
め
て
公
開
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
三
年
。
第
二
回

明
治
美
術
会
展
覧
会
に
林
忠
正
(
明
治
十
一
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
通
訳
と
し
て
渡

仏
、
そ
の
ま
ま
パ
リ
に
滞
在
し
、
美
術
商
を
営
む
)
が
参
考
作
品
と
し
て
、
ド
l
ビ

ニ
ー
や
ル
ソ
ー
な
ど
の
作
品
と
と
も
に
出
品
し
た
も
の
で
あ
る
(
題
名
は
〈
帰
群
〉
、

〈
晩
秋
〉
。
油
彩
画
か
素
描
か
と
い
っ
た
種
類
は
不
明
)
。
二
十
六
年
に
は
ア
メ
リ

カ
で
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
陳
列
さ
れ
た
世
界
各
地
の
美
術
品
を
日
本
画
家
の

久
保
田
米
俸
が
模
写
し
、
こ
れ
を
木
版
刷
り
に
し
た
『
閣
龍
世
界
博
覧
会
美
術
品
画

譜
』
が
同
年
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
集
(
第
四
集
ま
で
出
版
さ
れ
た
ら
し

い
)
に
解
説
つ
き
で
、
ミ
レ
l
の
〈
鍬
に
よ
る
人
〉

昨
年
の
展
覧
会
出
品
〈
鍬
を



持
つ
男
〉
)
、

〈
落
穂
拾
い
|
夏
|
〉
が
載
っ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
五
年
後
の
一
八
九
八
年
、
明
治
三
十
一
年
に
和
高
節
二
が
誕
生
す
る

の
だ
が
、
こ
の
明
治
の
三
十
年
代
、

一九
O
O年
前
後
は
世
界
的
に
ミ
レ
!
の
人
気

が
高
ま
っ
て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
も
と
の
頃
か
ら
ミ
レ
ー
を
取
り
上
げ
た
出
版
物

が
大
変
多
く
な
っ
て
い
く
。
三
十
四
年
に
白
馬
会
絵
画
研
究
所
編
纂
の
「
美
術
講
話
」

(
そ
の
中
の
黒
田
清
輝
執
筆
「
第
十
九
世
紀
仏
国
画
界
の
思
潮
」
中
)
。
三
十
五
年

か
ら
三
十
六
年
に
か
け
て
「
美
術
新
報
」
に
ア
メ
リ
カ
で
出
さ
れ
た
伝
記
の
翻
訳

「
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
シ
ソ
ア
・
ミ
レ
l
」

(
第
三
回
よ
り
「
画
傑
ミ
レ
l
伝
」
、
五
回

噴
か
ら
「
画
傑
ミ
レ
伝
」
)
、
九
回
連
載
。
そ
の
第
二
回
に
は
、
後
年
岩
波
書
店
の

商
標
に
な
っ
た
も
の
の
原
画
と
思
わ
れ
る
「
種
を
ま
く
人
」
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
(
原
典
に
は
な
し
)
。
ま
た
三
十
六
年
に
は
、

『
ミ
レ
名

『
ミ
レ
l
画
譜
』
、

画
全
集
』
の
二
つ
の
画
集
刊
行
。
四
十
五
年
に
は
黒
田
清
輝
の
「
二
十
儀
年
前
の
パ

ル
ビ
ゾ
ン
村
」
が
「
美
術
新
報
」
に
掲
載
さ
れ
る
。
二
十
年
以
上
も
前
の
訪
問
を
こ

の
時
期
に
文
章
に
し
た
こ
と
は
、
こ
の
ご
ろ
に
は
ミ
レ
l
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
た
こ
と
の
証
と
言
え
る
。
ま
た
、
三
十
四
年
に
は
浅
井
忠
が
パ
ル
ビ
ゾ

γ
を
訪
ね

て
い
る
。

和
高
が
感
銘
を
受
け
た
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
ミ
レ
l
伝
(
一
九
O
二
年
ロ
ン
ド
シ

で
刊
行
、
翌
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
)
は
、
日
本
で
翻
訳
が
出
さ
れ
た
の
は
一
九
一

四
年
大
正
三
年
が
最
初
で
あ
る
。
以
後
大
正
年
聞
に
三
人
の
訳
者
に
よ
り
五
種
類
刊

行
さ
れ
た
ら
し
い
。
和
高
が
入
手
し
た
も
の
は
加
藤
一
夫
訳
、
大
正
四
年
洛
陽
堂
刊

で
あ
る
。

和
高
と
ミ
レ

l
の
出
会
い
は
、
ミ
レ

l
の
人
気
が
高
か
っ
た
時
代
の
流
れ
の
中
で

の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
頃
、
ミ
レ
l
に
対
す
る
思
慕

の
念
は
、
芸
術
家
志
望
の
青
年
た
ち
の
聞
に
か
な
り
広
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

「
白
樺
」
の
表
紙
に
ミ
レ

I
の
素
描
が
掲
載
さ
れ
た
り
、
伝
記
が
連
載
さ
れ
る
な

ど
、
大
正
時
代
を
通
し
昭
和
初
期
ま
で
ミ
レ
l
関
係
の
出
版
物
は
相
次
い
で
い
る
。

単
行
本
が
多
い
の
が
大
正
期
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
関
心
の
度
合
い
は
明
治
末
年

ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。

「
白
樺
」

で
も
全
体
で
見
れ
ば
ミ
レ
l
に
関
す
る
記
事
の
分

量
は
少
な
く
、
ミ
レ
!
な
い
し
パ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
紹
介
に
決
し
て
積
極
的
で
は
な
か
っ

た
0

・
臼
樺
派
が
開
催
し
た
展
覧
会
の
資
料
に
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
ド
ガ
、

ゴ
ッ
ホ
な
ど
の
名
は
あ
る
が
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
は
な
い
。

つ
ま
り
、
ミ
レ
l
の
次
の
世

代
の
作
家
た
ち
の
紹
介
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
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当
時
既
に
ミ
レ
!
の
名
が
、
改
め
て
紹
介
す
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
広
く
一
般
に
浸
透

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
い
さ
さ
か
感
傷
的
な
農
民
画
を
描

く
画
家
と
し
て
一
般
の
人
気
が
上
が
る
と
と
も
に
、
反
比
例
す
る
よ
う
に
美
術
雑
誌

か
ら
は
ミ
レ
l
の
記
事
が
減
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
三
年
、
小
学
生
全
集
『
西
洋
偉
人
伝
』

(
文
塞
春
秋
社
)

に
「
農
民
画
家
ミ

レ
l
」
掲
載
さ
れ
る
。

「
偉
人
伝
」
と
い
う
言
葉
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
特
に
日
本

に
お
け
る
ミ
レ
!
の
紹
介
は
そ
の
生
涯
や
精
神
性
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
い
。

い
古
品

だ
に
ミ
レ
!
と
言
え
ば
、
何
か
し
ら
道
徳
臭
を
感
じ
る
向
き
が
多
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
四
年
、
八
年
と
ア
ト
リ
エ
社
か
ら
画
集
刊
行
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
入

年
に
は
、
岩
波
書
店
が
商
標
を
「
種
を
ま
く
人
」
に
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
創
業
者

の
岩
波
茂
雄
の
意
志
に
よ
る
が
、
こ
の
決
定
に
は
、
岩
波
が
個
人
的
に
ミ
レ

l
を
好



き
で
あ
っ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
、
当
時
一
般
に
ミ
レ
l
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
岩
波
茂
雄
侍
』

(
安
倍
能
成
著
。
昭
和
三
十

二
年
、
岩
波
書
店
刊
)
に
は
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
聞
い
に
答
え
た
岩
波
の
次
の

よ
う
な
言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
私
は
元
来
百
姓
で
あ
っ
て
、
労
働
は
神
聖
な

り
と
い
ふ
感
じ
を
豊
富
に
持
っ
て
お
り
、
従
っ
て
晴
耕
雨
読
の
田
園
生
活
が
す
き
で

あ
る
と
い
ふ
関
係
も
あ
り
、
詩
聖
ウ
ォ

l
ズ
ウ
ォ

l
ス
の
『
低
く
暮
し
、
高
く
思
ふ
』

を
庖
の
精
神
と
し
た
い
た
め
で
す
。
な
ほ
文
化
の
種
を
ま
く
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に

思
ひ
及
ん
で
く
れ
る
人
が
あ
れ
ば
一
層
あ
り
が
た
い
」

(
原
文
旧
漢
字
)
。

昭
和
に
入
る
と
、
先
に
述
べ
た
一
般
へ
の
浸
透
が
進
む
と
同
時
に
美
術
雑
誌
か
ら

は
消
え
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
一
層
強
ま
っ
て
い
く
。
三
年
か
ら
九
年
ま
で
聞
か
れ

た
松
方
幸
次
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
「
欧
州
絵
画
展
覧
会
」
で
は
ミ
レ
!
の
作
品

が
何
度
も
出
品
さ
れ
て
い
る
(
素
績
が
多
い
ら
し
い
)
。
三
年
に
は
東
京
府
美
術
館

で
「
大
原
孫
三
郎
氏
蒐
集

泰
西
美
術
展
覧
ム
巨
も
聞
か
れ
、

崖
〉
展
覧
-
そ
し
て
五
年
に
は
日
本
初
の
公
共
西
洋
美
術
館
で
あ
る
大
原
美
術
館
が

開
館
し
、
こ
の
作
品
も
常
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
西
洋
美
術
が
一
般
に
身
近
に
な
っ

〈
グ
レ
ヴ
ィ
ユ
の
断

て
い
っ
た
、
そ
の
流
れ
の
中
で
ミ
レ
ー
も
ま
た
一
層
親
し
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
思

わ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
後
、
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
ピ
l
ク
を
迎
え
た
ミ
レ

i
・
ブ
l

ム
と
も
い
え
る
関
心
の
高
ま
り
は
お
さ
ま
っ
て
い
く
。
ア
メ
リ
カ
や
西
欧
で
も
一
九

二
O
年
以
後
ミ
レ
l
の
評
価
は
A

昼
窓
に
表
え
て
お
り
、
日
本
で
も
同
様
の
流
れ
が
あ
っ

た
と
い
え
る
。
印
象
派
や
キ
ュ
ビ
ス
ム
な
ど
、
新
し
い
世
代
の
運
動
や
様
式
の
人
気

が
上
昇
し
て
、
パ
ル
ビ
ゾ
ン
派
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
形
で
あ
る
。
戦
後
に
な
る
と
ミ

レ
ー
は
美
術
全
集
か
ら
外
さ
れ
る
と
と
も
時
々
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
ミ
レ

l
の
再
評
価
は
、

一
九
五
六
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
l
卜
・
カ
ウ
ン

シ
ル
が
彼
の
素
描
展
を
企
画
し
た
頃
に
始
ま
る
。
六
二
年
に
は
ア
メ
リ
カ
で
巡
回
企

画
展
「
バ
ル
ビ
ゾ
シ
再
訪
」
開
催
。
そ
の
二
年
後
、

シ
ェ
ル
ブ
l
ル
と
パ
リ
で
優
れ

た
回
顧
展
が
開
か
れ
、
そ
の
後
展
覧
会
が
相
次
い
だ
。
日
本
で
は
一
九
七

O
年
、
ミ

レ
ー
の
作
品
五
十
五
点
を
含
む
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
大
規
模
な
展
覧
会
が
聞
か
れ
、
東

京
で
は
三
十
万
人
、
ほ
か
の
三
都
市
で
も
各
六
万
人
以
上
が
入
場
し
て
い
る
。
七
五
、

七
六
年
に
は
、
パ
リ
、

ロ
ン
ド
ン
で
初
の
大
規
模
な
国
際
的
ミ
レ

l
回
顧
展
開
催
。

そ
し
て
七
八
年
、
昭
和
五
十
三
年
に
な
る
と
、

〈
種
を
ま
く
人
〉
を
は
じ
め
と
す
る

ミ
レ
!
の
諸
作
を
集
め
て
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
山
梨
県
立
美
術
館
が
開
館
し
て
い

る
。
あ
わ
せ
て
日
本
で
は
こ
こ
十
数
年
、
ミ
レ
!
と
バ
ル
ピ
ゾ
ン
派
に
関
す
る
展
覧
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会
が
相
次
い
で
聞
か
れ
て
お
り
、

一
時
の
プ
l
ム
は
去
っ
た
に
せ
よ
、
日
本
人
の
心

の
中
に
ミ
レ
l
人
気
は
温
存
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、
和
高
節
ニ
の
歩
み

さ
て
一
方
の
和
高
節
二
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
明
治
三
十
一
年
(
一
八
九
八
)
、

広
島
市
か
ら
J
R
芸
備
線
を
一
時
間
半
ば
か
り
行
っ
た
所
に
あ
る
高
田
郡
向
原
町
の

(注
8
)

長
田
と
い
う
集
落
に
生
ま
れ
て
い
る
。
家
は
農
家
だ
が
、
八
歳
の
時
、
父
親
が
カ
ナ

ダ
に
出
稼
ぎ
に
赴
く
。
六
年
後
に
帰
国
す
る
が
、
節
二
を
大
変
可
愛
が
っ
て
い
た
と

い
う
父
親
が
海
外
経
験
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
広
い
世
界
の
風
に
触
れ
る
よ
い
機
会

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
い
つ
し
か
一
番
好
き
で
、
成
績
も
良
か
っ
た
絵



を
志
す
よ
う
に
な
る
。
ロ
マ

γ
・
ロ
ラ
ン
の
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
ミ
レ
エ
』
に
出

合
い
、
決
意
を
固
め
た
の
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
初
め
は
洋
画
を
勉
強
。

自
画
像
や
パ
ス
テ
ル
の
風
景
画
な
ど
を
雑
誌
の
懸
賞
に
応
募
し
て
入
賞
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
と
い
う
。
十
八
歳
の
頃
絵
が
習
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
表
具
所
に
通
う
が
一

年
で
止
め
る
(
し
か
し
こ
の
と
き
習
い
覚
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
和
高
は
自
作
の

表
装
を
手
が
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
)
。
初
め
の
頃
は
レ

γ
プ
ラ
ン
ト
の
よ
う
な
肖
像

画
家
に
な
り
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
自
学
自
習
し
て
い
る
う
ち

に
、
日
本
画
志
望
と
な
る
。

大
正
七
年
(
一
九
一
八
)
、
母
、
姉
、
妹
が
次
々
伝
染
病
(
チ
フ
ス
)
に
か
か
り

亡
く
な
る
(
ま
ず
姉
が
嫁
ぎ
先
で
発
病
、
看
病
に
赴
い
た
母
、
妹
が
感
染
。
自
身
も

感
染
し
、
し
ば
ら
く
療
養
口
ま
た
、
妹
ミ
ツ
ノ
の
名
を
と
っ
て
、

「
光
野
」
と
号
し

た
時
期
も
あ
る
)
。
翌
年
、
絵
の
勉
強
を
志
し
上
京
、
日
本
美
術
学
院
の
美
術
学
校

日
本
画
科
及
び
洋
画
科
に
入
学
、
主
に
デ
ッ
サ
シ
を
学
ん
で
い
る
。

(
日
本
美
術
学

院
は
大
正
二
年
、
小
説
家
田
中
掬
汀
が
設
立
。
掬
汀
は
美
術
批
評
も
手
が
け
、
こ
の

学
院
創
設
以
来
画
家
育
成
に
尽
力
し
、
独
学
者
が
望
む
各
種
の
講
義
録
や
美
術
全
般

の
解
説
書
、
辞
典
、
画
集
も
発
行
し
た
。
さ
ら
に
会
員
を
募
集
し
、
そ
の
作
品
を
添

削
し
て
返
送
す
る
と
い
う
、
今
で
い
う
通
信
教
育
の
シ
ス
テ
ム
を
開
始
し
て
お
り
、

和
高
は
こ
の
会
員
と
な
っ
て
講
義
録
な
ど
を
入
手
し
て
い
た
。
東
京
方
面
の
情
報
キ
ヤ
ツ

チ
は
小
学
校
時
代
か
ら
手
慣
れ
た
も
の
で
、
早
か
っ
た
と
い
う
。
大
正
四
年
、
掬
汀

は
日
本
画
の
美
術
専
門
月
刊
雑
誌
「
中
央
美
術
」
を
発
刊
し
、
日
本
美
術
学
院
と
一

体
化
し
て
懸
賞
作
品
を
募
集
し
、
誌
上
で
紹
介
す
る
と
い
う
こ
と
も
始
め
て
い
る
。

和
高
も
応
募
し
何
度
か
掲
載
さ
れ
て
い
る
)
。
ま
た
川
端
画
学
校
に
も
通
う
。

し
か
し
、
夜
、

「
帝
大
の
青
年
仏
教
会
ゅ
う
よ
う
な
所
」

へ
行
っ
て
話
を
聞
い
て

い
る
う
ち
に
、
故
郷
に
一
人
残
し
て
き
た
父
親
の
こ
と
が
気
に
か
か
り
、
悩
ん
だ
末

帰
郷
。
そ
し
て
結
婚
す
る
が
、
画
家
志
望
に
変
わ
り
は
な
く
、
翌
九
年
よ
り
月
に
一
、

二
度
、

「
東
京
通
い
」
を
始
め
る
。
こ
れ
は
、
第
二
次
大
戦
末
期
、
交
通
事
情
が
悪

化
す
る
ま
で
続
い
て
い
る
。
同
九
年
第
一
回
中
央
美
術
展
(
日
本
美
術
学
院
が
設
立
)

に
「
繋
が
れ
た
る
牛
」
が
入
選
。
審
査
員
の
顔
触
れ
が
気
に
入
り
出
品
し
た
と
い
う
。

こ
の
作
品
が
平
福
百
穂
の
目
に
留
ま
る
。
以
後
中
央
美
術
展
へ
の
出
品
、
入
選
が
相

次

十
年

本
格
的
美
術
研
究
開
始

東
尽
国
立
博

第
京
都
国
立
博
物
館

奈
良
国
立
博
物
館
な
ど
を
熱
心
に
巡
る
。
ま
た
、
知
人
の
紹
介
で
国
画
創
作
協
会
の

土
田
麦
俸
を
訪
ね
、
京
都
在
住
を
勧
め
ら
れ
る
が
、
特
定
の
団
体
に
属
す
る
こ
と
を

嫌
い
、
二
度
と
麦
俸
を
訪
ね
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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十
一
年
(
一
九
二
二
年
)
向
原
町
内
の
芸
備
銀
行
(
向
原
町
坂
、
現
広
島
銀
行
)

の
横
に
家
を
借
り
ド
ガ
堂
と
名
付
け
研
究
所
と
す
る
。
同
好
の
士
が
集
ま
る
。
こ
こ

で
県
美
展
へ
の
出
品
作
を
制
作
し
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
昭
和
五
十
八
年
、
八
十
五
歳

ま
で
、
県
美
展
へ
は
で
き
る
か
ぎ
り
連
続
し
て
出
品
し
て
い
る
(
そ
の
後
も
出
品
の

意
欲
は
あ
っ
た
。
私
が
最
初
に
訪
問
し
た
時
も
、

「
年
に
一
回
、
県
美
の
作
品
だ
け

は
の
、
描
く
ん
で
す
よ
。
審
査
員
に
な
れ
、
何
に
な
れ
い
う
て
ま
あ
、
い
ろ
ん
な
こ

と
が
あ
り
ま
す
わ
の
。
わ
し
ゃ
、
そ
れ
を
全
部
こ
と
わ
っ
て
、
若
い
人
に
頼
ん
で
き

と
る
も
ん
で
す
け
ん
、
せ
め
て
作
品
だ
け
は
の
、
皆
さ
ん
に
見
て
も
ら
わ
ん
な
あ
、

思
う
て
。
今
年
も
今
、
取
り
付
い
と
る
ん
で
す
よ
。
今
、
老
化
現
象
で
の
、
思
う
こ

と
が
描
け
ず
言
え
ず
す
る
け
ん
の
、
そ
う
い
う
中
で
も
で
き
る
作
品
を
作
ろ
う
思
う

て
の
。
自
画
像
を
描
い
て
出
そ
う
思
い
よ
る
ん
よ
」
と
語
り
、
ス
ケ
ッ
チ
は
で
き
て



い
る
、
日
本
画
で
自
画
像
は
少
な
い
し
、
と
も
畳
一
口
い
足
し
て
い
た
)
。

川
端
画
学
校
は
帰
郷
に
際
し
、
そ
れ
切
り
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
知
り
会
っ
た
吉

川
霊
華
の
門
人
に
連
れ
ら
れ
て
、
十
四
年
吉
川
の
も
と
へ
行
く
。
そ
し
て
今
度
は
そ

こ
で
、
時
の
大
家
の
青
年
時
代
を
皆
養
っ
た
と
い
う
「
表
具
師
の
親
分
」
に
勧
め
ら

れ
、
昭
和
三
年
(
一
九
二
八
)
平
福
百
穂
の
門
に
入
る
。
し
か
し
和
高
の
思
い
は
、

絵
を
教
え
て
も
ら
う
、
見
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
立
派
な
先
生
の
生
活

や
人
格
の
一
端
に
触
れ
さ
せ
て
も
ら
え
れ
ば
そ
れ
で
い
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
ら
し

ぃ
。
そ
し
て
、
向
原
の
自
宅
で
描
い
た
「
無
茶
苦
茶
の
絵
」
を
、

「
多
く
の
審
査
員

が
見
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
け
、
よ
か
っ
た
ら
採
っ
て
く
だ
さ
ろ
う
し
、
悪
か
っ
た
ら
落
と

し
て
く
だ
さ
る
け
ん
、
そ
れ
が
一
番
え
え
」
と
思
い
、
日
展
な
ど
中
央
の
展
覧
会
へ

出
品
し
続
け
る
。

「
本
だ
け
は
も
う
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
を
買
っ
て
の
独
学
で
あ
っ

た
。
ま
た
家
業
の
農
作
業
と
制
作
の
バ
ラ
シ
ス
を
取
る
こ
と
に
苦
心
し
、
三
十
歳
頃

よ
う
や
く
一
年
間
の
ぺ

l
ス
を
つ
か
ん
だ
と
い
う
。

昭
和
四
年
(
一
九
二
九
)
三
十
一
歳
の
時
、
第
十
回
帝
展
に
初
入
選
。
昭
和
三
十

八
年
に
健
康
上
の
理
由
も
あ
っ
て
日
展
な
ど
公
募
展
へ
の
出
品
を
断
念
す
る
が
、
そ

れ
ま
で
に
帝
展
、
文
展
、
日
展
、
あ
わ
せ
て
八
回
入
選
し
て
い
る
(
健
康
に
つ
い
て

言
え
ば
、
和
高
自
身
、
絵
を
志
す
き
っ
か
け
の
一
つ
に
も
挙
げ
て
い
た
が
、
子
供
の

頃
か
ら
あ
ま
り
丈
夫
で
は
な
く
、
生
涯
を
通
じ
、
胃
潰
蕩
、
動
脈
硬
化
な
ど
で
何
カ

月
、
何
年
と
闘
病
生
活
を
送
る
こ
と
も
度
々
だ
っ
た
)
。
九
年
(
一
九
三
四
)
ド
ガ

堂
同
人
の
世
話
で
、
向
原
尋
常
高
等
小
学
校
で
個
展
。
十
三
年
に
第
一
回
現
代
美
術

展
に
入
賞
、
翌
年
も
同
展
入
賞
、
同
じ
く
十
四
年
院
展
入
選
。
そ
し
て
十
五
年
に
、

紀
元
二
六

O
O年
奉
祝
日
本
画
展
で
最
高
賞
の
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
す
る
(
そ
の
下

に
一
席
か
ら
五
席
あ
り
、
さ
ら
に
佳
作
が
あ
り
、
佳
作
に
東
山
魁
夷
の
名
も
見
え
る
)
。

こ
の
時
は
、
山
里
に
住
む
独
学
の
無
名
画
家
の
受
賞
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
大
変
な

注
目
を
浴
び
、
全
国
か
ら
画
商
が
詰
め
か
け
た
。
和
高
は
入
院
し
て
し
ま
う
ほ
ど
非

常
に
困
惑
し
、
色
紙
を
一
枚
ず
つ
つ
け
て
画
商
が
置
い
て
い
っ
た
金
品
を
す
べ
て
返

し

「
は
あ
、
も
う
一
ぺ
ん
、
こ
が
あ
な
目
に
お
う
ち
ゃ
い
け
ん
ゅ
う
こ
と
を
思
う

た
」
と
い
う
。

昭
和
三
十
六
年
丑
年
を
祝
し
、
天
満
屋
広
島
屈
で
個
展
開
催
。
牛
は
和
高
に
と
っ

て
重
要
な
テ
l
マ
で
あ
り
、
多
作
し
て
い
る
。
先
の
奉
祝
日
本
画
展
の
受
賞
作
も

〈
牡
牛
(
こ
つ
と
い
)
〉
で
あ
っ
た
。

広
島
市
中
区
の
ス
ズ
カ
ワ
画
廊
で
も
何
度
か
個
展
開
催
。
六
十
一
年
に
は
広
島
県

立
美
術
館
で
主
要
作
品
十
四
点
が
特
別
陳
列
さ
れ
る
。
同
年
、
向
原
町
名
誉
町
民
に
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推
さ
れ
、
向
原
町
の
駅
ビ
ル
完
成
記
念
と
し
て
向
原
町
中
央
公
民
館
で
町
内
所
蔵
作

品
展
も
開
催
さ
れ
た
。
六
十
四
年
(
一
九
八
九
)

一
月
に
は
や
は
り
県
立
美
術
館
で

「
和
高
節
二

l
i
野
に
生
き
る

|
t
」
展
開
催
、
あ
わ
せ
て
画
集
も
刊
行
さ
れ
て
い

る。
平
成
二
年
(
一
九
九
O)
の
秋
、
十
月
十
日
、
和
高
は
九
十
二
歳
で
こ
の
世
を
去
っ

た
。
自
宅
近
く
の
寺
で
あ
っ
た
葬
儀
で
は
、
県
美
展
に
出
し
た
い
と
語
っ
て
い
た
作

品
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
写
真
で
は
な
く
デ
ッ
サ
シ
の
自
画
像
が
祭
壇
に
飾

ら
れ
て
い
た
の
が
心
に
残
っ
た
。

明
け
て
三
年
一
月
に
は
、
ス
ズ
カ
ワ
画
廊
で
遺
作
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。



四
、
芸
術
観
・
自
然
観

和
高
の
作
品
は
穏
や
か
で
明
る
い
。
陰
影
が
あ
ま
り
な
く
平
面
的
と
も
言
え
る
。

人
を
不
安
に
さ
せ
る
よ
う
な
無
気
味
さ
や
衝
撃
と
い
っ
た
も
の
と
は
縁
遠
く
、
制
作

の
背
景
と
し
て
、
穏
や
か
な
風
土
の
中
で
の
落
ち
着
い
た
生
活
が
う
か
が
え
る
。

テ
ー
マ
は
、
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
村
の
人
々
、
牛
、
猫
、
柿
な
ど
、
身
近
な
山

村
の
風
物
で
あ
る
。
餅
や
魚
な
ど
を
描
い
た
小
口
聞
に
も
味
わ
い
深
い
作
品
が
多
い
。

中
で
も
牛
は
「
牛
の
和
高
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
主
要
な
テ
l
マ
で
あ
っ
た
が
、
多
作

の
理
由
を
尋
ね
た
時
の
和
高
の
答
え
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

「
わ
し
は
農
家
に
生
ま
れ
た
農
民
で
す
け
ん
の
う
。
こ
こ
に
お
っ
て
、
牛
も
こ
お
と
っ

た
ん
じ
ゃ
。
農
村
の
偉
大
さ
、
健
康
さ
、
力
強
さ
と
い
う
も
の
を
表
現
す
る
の
が
、

農
村
に
住
む
絵
描
き
の
仕
事
で
す
が
の
。
牛
は
農
家
の
宝
で
す
け
の
、
牛
の
力
強
さ
、

農
民
の
力
強
さ
ゆ
う
も
の
が
の
、
作
品
の
中
に
出
て
く
れ
り
ゃ
あ
い
い
と
思
う
て
:
・
。

自
分
じ
ゃ
あ
の
。
自
分
を
描
く
ゅ
う
こ
と
で
す
け
い
の
。
全
部
が
わ
し
、
作
品
は
自

画
像
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
こ
り
ゃ
あ
ま
あ
、
誰
も
が
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
す
が
の
」

生
涯
を
通
し
て
和
高
の
制
作
を
力
強
く
支
え
て
き
た
こ
の
「
農
村
に
住
む
絵
描
き
」

と
し
て
の
使
命
感
に
も
、
ミ
レ
ー
へ
の
深
い
敬
慕
が
う
か
が
え
よ
う
。

ミ
レ
ー
を
は
じ
め
、
和
高
が
語
る
画
家
は
西
洋
に
多
い
。
レ
ン
ブ
ラ
シ
ト
、
セ
ザ

γ
ヌ
、
ゴ
ッ
ホ
、
セ
ガ
ン
テ
ィ

l
ニ
な
ど
で
あ
る
。

「
西
洋
の
大
家
は
、
と
に
か
く

自
分
の
、
日
常
の
生
活
そ
の
も
の
、
描
い
と
り
な
さ
る
よ
の
う
。
わ
し
が
西
洋
の
作

家
に
ひ
か
れ
る
の
は
そ
れ
で
す
よ
。

(
中
略
)
自
分
の
台
所
か
ら
の
う
、
靴
の
破
れ

か
ら
の
。
そ
れ
が
皆
、
世
界
の
名
画
に
な
っ
と
る
で
し
ょ
う
が
の
」

そ
し
て
、
自
身
を
流
派
に
は
ま
っ
て
い
か
な
い
我
が
ま
ま
者
と
呼
び
、

「
よ
う
て

も
悪
う
て
も
、
た
っ
た
一
人
の
和
高
節
二
の
絵
を
描
い
て
行
こ
う
思
う
て
の
、
今
日

ま
で
や
っ
と
る
の
」
と
自
ら
の
歩
み
を
振
り
返
り
、

一
休
の
書
『
魚
夫
生
涯
竹
一
竿
』

を
、
自
分
の
生
活
を
描
い
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
好
き
だ
と
、
年
中
床

の
聞
に
掛
け
て
い
た
和
高
で
あ
る
。

和
高
の
次
男
の
伸
二
氏
は
、
長
く
学
芸
員
の
職
に
あ
っ
た
美
術
の
専
門
家
で
あ
る

が
、
彼
に
よ
る
と
、
和
高
節
二
に
四
本
柱
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
①
日
本
美
の
伝
統

を
嗣
ぐ
こ
と
、
②
清
潔
美
で
あ
る
こ
と
、
③
健
康
美
で
あ
る
こ
と
、
④
高
尚
美
で
あ

る
こ
と
、
と
い
う
が
、
作
品
と
と
も
に
和
高
の
言
動
か
ら
も
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
け

る
も
の
で
あ
る
。

生
涯
を
か
け
て
追
及
し
て
き
た
こ
と
は
何
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
和
高
は

25 

次
の
よ
う
に
答
え
た
。

「
(
し
ば
し
沈
思
)
作
品
が
の
、
清
潔
で
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
と
思
う
の
。
わ
し
が
今

の
、
自
分
で
許
さ
れ
る
思
う
こ
と
は
の
、
邪
念
な
し
に
自
分
だ
け
を
生
か
し
て
来
た
、

そ
れ
は
そ
の
、
た
だ
清
潔
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
生
き
方
が
、
歩
い
て
来
た
の
が
。

そ
れ
が
わ
し
の
作
品
だ
と
思
う
の
。

(
中
略
)
半
切
一
つ
に
し
て
も
、
色
紙
一
枚
に

し
て
も
、
汚
れ
ず
に
き
れ
い
で
あ
っ
た
ゅ
う
こ
と
が
、
わ
し
の
一
つ
の
誇
り
。
目
的

も
な
ん
も
な
し
に
、
今
日
ま
で
歩
い
て
来
た
ん
で
す
が
。
と
と
こ
と
こ
と
こ
と
歩
い

て
来
た
ん
で
す
が
(
沈
思
)
」

自
己
を
律
し
、
よ
り
高
い
芸
術
創
造
を
目
指
す
厳
し
い
姿
勢
と
と
も
に
、
生
き
と

し
生
け
る
も
の
へ
の
あ
た
た
か
な
共
感
も
ま
た
、
和
高
の
も
の
で
あ
っ
た
。
猫
と
向

き
合
っ
て
楽
し
そ
う
に
笑
っ
て
い
る
農
夫
を
描
い
た
作
品
『
猫
と
話
を
す
る
老
人
』



に
つ
い
て
、

「
猫
の
声
が
聞
こ
え
、
鳥
の
声
が
聞
こ
え
、
そ
う
い
う
生
き
と
る
も
ん

の
、
自
然
の
声
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
ら
、
い
け
ん
と
思
う
の
よ
。
そ
う
い
う
声
が
聞

こ
え
て
初
め
て
、
人
生
が
あ
る
と
思
う
の
|
|
」
と
語
る
和
高
。
そ
し
て
自
ら
の
生

に
つ
い
て
は
、

「
こ
こ
で
生
ま
れ
こ
こ
で
育
っ
て
、
こ
こ
で
一
生
を
終
ら
せ
て
も
ら

う
ん
で
が
ん
す
。
こ
ん
な
幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

(
中
略
)
今
日
、
今
日
、
今
日
。

一
生
い
っ
ぱ
い
生
き
て
行
こ
う
思
う
て
の
」
と
、
淡
々
と
言
葉
を
継
い
だ
。

す
が
す
が
し
い
作
品
と
と
も
に
、

一
人
の
人
間
の
歩
み
と
し
て
も
、
心
ひ
か
れ
る

と
こ
ろ
の
多
い
作
家
で
あ
る
。

担
当さ
のて
T 
学哀

責ぞ
y 、
興 γ

譲事
告Z
委筏
す山
と奮
がとi;
で 茎

亨 荷
zt館

J¥ 

半号

言?
を
挙ミ
げレ
て i

み
る
。ま

ず
ミ
レ
!
の
絵
に
つ
い
て
。
ミ
レ
!
の
絵
は
、
ど
う
し
て
も
道
徳
的
に
見
ら
れ

が
ち
な
性
質
が
あ
る
。
人
間
と
自
然
は
ど
う
つ
き
あ
う
べ
き
か
。
人
聞
は
い
か
に
生

き
る
べ
き
か
、
そ
ん
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
く
れ
る
。
特
に
労
働
に
つ
い
て
。
パ
ブ

ル
の
崩
壊
、
過
労
死
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
た
現
代
に
あ
っ
て
は
な
お
さ
ら
、
ま
じ

め
に
黙
々
と
働
く
農
民
の
姿
は
労
働
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
と

言
え
よ
う
。
ミ
レ

l
の
絵
は
見
る
人
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
観
に
語
り
か
け
る
絵
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
か
ら
自
然
観
と
い
う
こ
と
に
話
が
進
ん
だ
。

一
般
に
東
洋
と
西
洋
で
は
自
然

観
が
違
う
と
言
わ
れ
る
。
東
洋
で
は
自
然
は
人
と
親
し
く
、
と
も
に
調
和
し
て
存
在

す
る
も
の
、
西
洋
で
は
開
拓
の
対
象
と
い
っ
た
と
ら
え
方
だ
が
、
ミ
レ
!
の
場
合
は

両
方
認
め
ら
れ
る
。
西
洋
的
な
も
の
と
し
て
は
、
土
と
格
闘
す
る
農
民
の
姿
、
毎
日

繰
り
返
さ
れ
る
自
然
と
の
戦
い
に
疲
れ
果
て
た
人
聞
の
姿
を
生
々
し
く
描
い
た
作
品

群
が
あ
る
(
実
際
会
場
で
、
画
面
か
ら
土
や
汗
の
臭
い
が
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
気
持
ち
が
す
る
ほ
ど
荒
々
し
い
迫
力
に
満
ち
た
作
品
に
接
し
た
。
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
エ
ロ
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
な
る
ほ
ど
と
思
え
る
力
強
さ
も
あ
り
、

筋

縄
で
は
い
か
な
い
頑
固
さ
も
感
じ
ら
れ
た
)
。

そ
し
て
一
方
に
、
人
と
調
和
し
て
あ
る
自
然
が
あ
る
。
特
に
〈
春
〉
と
い
う
作
品
。

こ
れ
は
親
友
ル
ソ
ー
へ
の
追
悼
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
不
思
議
な

魅
力
の
あ
る
も
の
で
、
私
も
会
場
で
長
く
足
を
止
め
た
作
品
で
あ
る
、
が
、
あ
の
絵
に

は
大
変
東
洋
的
な
自
然
観
が
う
か
が
え
る
。
雨
が
止
ん
で
、
雲
聞
か
ら
一
瞬
光
が
差

し
込
ん
で
、
虹
が
出
た
。
そ
の
つ
か
の
間
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
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に
あ
る
の
は
と
て
も
東
洋
的
、
さ
ら
に
い
え
ば
日
本
的
な
感
性
で
は
な
い
か
、
ど
う

し
て
ミ
レ
ー
は
そ
う
い
う
感
性
を
身
に
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
T
氏
は
言
う
。
ま

る
で
俳
句
の
世
界
の
よ
う
だ
、
と
私
も
応
じ
た
。

自
然
を
見
つ
め
自
然
豊
か
な
環
境
で
暮
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
性
は
、
自

然
に
ミ
レ
!
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
戦
い
か
ら
調
和
へ
、
ミ
レ
!
の
自

然
に
対
す
る
思
い
は
確
か
に
変
化
し
て
い
る
。
彼
の
絵
の
中
で
、
人
聞
は
だ
ん
だ
ん

小
さ
く
な
り
、
自
然
が
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
た
だ
本

当
に
自
然
の
み
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
人
を
寄
せ
付
け
な
い
よ
う
な
自
然
で
は
な
く
、

画
面
の
ど
こ
か
に
人
の
姿
や
痕
跡
、
道
や
家
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
、
人
の
に
お
い

の
す
る
自
然
で
あ
る
。
自
然
豊
か
な
環
境
の
中
で
年
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の

暮
ら
し
を
包
み
込
む
よ
う
に
し
て
あ
る
自
然
の
偉
大
さ
を
深
く
認
識
し
、
そ
の
自
然



と
調
和
し
て
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
ミ
レ

l
は
体
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
和
高
の
画
集
を
T
氏
に
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
ミ
レ
!
と
の
共
通
点
と

い
う
こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
話
を
伺
っ
た
。

家
族
な
ど
身
近
な
人
々
を
描
い
た
作
品
が
多
い
こ
と
。
中
で
も
母
と
子
の
姿
。
母

が
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
と
い
う
題
材
は
ミ
レ

I
も
好
ん
で
い
た
。

働
く
絵
で
は
登
場
人
物
は
女
性
が
多
い
(
ミ
レ
ー
で
は
、
男
性
は
休
ん
で
い
る
姿

を
描
か
れ
る
こ
と
も
多
い
)
。

農
民
一
般
、
普
遍
的
な
農
民
の
姿
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
、
顔
の
表
情
は
は
っ
き

り
し
な
い
。
無
表
情
の
こ
と
が
多
い
。

全
体
に
和
高
の
作
品
は
、
ミ
レ

l
の
五
十
年
代
の
作
品
(
人
物
画
が
中
心
)
に
近

L 、。
さ
て
、
ミ
レ

l
の
場
合
は
、
だ
ん
だ
ん
自
然
が
主
要
な
テ
l
マ
と
な
り
、
風
景
が

画
面
の
多
く
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
和
高
の
場
合
は
山
河
を
描
い
た
風
景
画

と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
和
高
の
自
宅
は
少
し
高
台
に
あ
っ
て
見
晴
ら
し
も

よ
く
、
本
当
に
自
然
の
恵
み
豊
か
な
所
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
こ
と
は
前
か
ら
少

し
不
思
量
繭
で
あ
っ
た
。
折
を
み
て
家
族
の
方
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
先
に
名
を
挙
げ
た

伸
二
氏
か
ら
手
紙
を
い
た
だ
い
た
。
ミ
レ
!
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
触
れ
て
あ
る

の
で
、
こ
こ
で
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
。

「
同
じ
田
舎
に
身
を
置
き
、
ミ
レ

l
に
学
ん
だ
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
然
し
御
承
知

の
通
り
、
日
本
画
に
は
日
本
画
の
伝
統
が
あ
り
、
日
本
画
的
世
界
観
で
は
、
自
然
の

中
に
、
人
聞
を
共
に
描
く
と
い
う
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
も
の
は
、
絵
巻
物
、
あ
る
い

は
水
墨
画
を
除
い
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
と
人
物
が
共
に
あ
り
共
に
生
き
る
と
い

う
写
実
の
道
を
と
り
ま
せ
ん
。
人
物
画
家
は
人
物
画
家
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
守
り
ま

す
。
鏑
木
清
方
、
上
村
松
園
、
中
村
貞
以
、
等
々
、
人
物
画
家
は
、
人
物
画
家
で
、

人
物
を
扱
い
ま
す
。

亡
父
の
出
発
点
は
、
農
民
を
描
く
人
物
画
家
で
、
後
に
レ
ン
プ
ラ
ン
ト
を
尊
敬
し

た
の
も
レ
ン
ブ
ラ
シ
卜
の
人
物
画
に
惹
か
れ
た
か
ら
で
す
。

従
っ
て
、
風
景
画
の
小
品
は
描
い
た
も
の
が
数
点
残
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
た
下
手

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
大
作
を
描
く
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
ミ
レ
!
の
大
自
然
と
共
に
あ
る
人
間
の
姿
に
は
あ
こ
が
れ
て
い
た
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
亡
父
の
場
合
、
ミ
レ
ー
の
あ
の
自
然
を
観
念
化
し
て
、
日
本
画
の
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伝
統
に
よ
り
、
人
物
の
中
に
象
徴
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
と
め
て
い
ま
し
た
。
自
然

は
描
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
自
然
が
人
聞
の
中
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
が
農
民

な
の
だ
と
い
う
わ
け
で
?
。
で
す
か
ら
亡
父
の
場
合
、
リ
ア
ル
に
農
民
を
描
く
の
で

は
な
く
田
舎
と
い
う
自
然
に
よ
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
浄
化
さ
れ
、
健
康
化
さ
れ
、
崇
高

化
さ
れ
、
美
化
さ
れ
た
人
が
問
題
で
あ
っ
た
、
し
か
も
人
格
主
義
的
理
想
主
義
の
人

で
し
た
か
ら
、
す
べ
て
の
人
物
か
ら
悩
み
を
お
い
出
し
、
田
舎
が
永
遠
に
も
つ
健
康

な
る
も
の
を
人
物
に
描
き
出
す
、
そ
う
い
う
こ
と
を
常
に
口
に
し
、
又
描
く
べ
く
努

力
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
ミ
レ

l
の
自
然
に
く
ら
べ
て
、
長
田
の
谷
聞
は
、
大
自
然
の
形
態
を
と
っ

て
い
な
い
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て
い
ま
し
た
。
何
の
変
哲
も
な
い
自
然
で
あ
る
こ

と
を
十
分
知
り
つ
く
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
夜
を
こ
よ
な
く
愛
し
ま
し
た
。
雪



の
日
を
雨
の
日
を
愛
し
ま
し
た
。
と
く
に
夜
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
聞
に
埋
没
し
、
大

自
然
に
帰
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
夜
だ
け
は
、
せ
ま
い
谷
聞
が
、
閣
に
お
い
て
大

自
然
と
な
る
、
夜
が
明
け
る
、
夜
が
谷
聞
を
つ
く
り
出
す
、
だ
か
ら
狭
い
谷
間
も
、

そ
こ
に
咲
く
草
花
も
、
野
菜
も
、
何
も
か
も
、
夜
と
い
う
大
自
然
が
産
ん
で
く
れ
た

も
の
で
す
。
夜
の
創
造
、
そ
こ
に
ミ
レ
!
の
現
実
に
み
た
大
自
然
を
み
た
の
で
す
。

亡
父
は
、
大
自
然
の
創
造
を
そ
う
い
う
風
に
自
分
の
創
造
に
お
き
か
え
る
こ
と
に
努

力
し
た
人
で
す
」

夜
を
愛
し
、
雪
の
日
、
雨
の
日
を
愛
し
た
と
い
う
く
だ
り
に
、
ま
た
、
和
高
に
対

す
る
新
た
な
認
識
を
得
た
思
い
が
し
、
和
高
の
絵
は
、
直
接
自
然
そ
の
も
の
を
措
い

て
い
な
く
て
も
、
自
然
に
抱
か
れ
、
自
然
と
調
和
し
て
生
き
る
人
々
の
姿
を
描
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
聞
の
暮
ら
し
の
周
囲
に
そ
れ
を
包
み
込
む
形
で
広
が
っ
て
い
る
大

自
然
の
存
在
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
思
わ
れ
る
。

五

「
田
園
」
の
魅
力

田
園
に
生
き
、
描
き
続
け
た
和
高
自
身
の
田
園
へ
の
思
い
を
つ
づ
っ
た
文
章
を
こ

こ
で
紹
介
し
よ
う
。

レ
ン

0

フ
ラ
ン
ト
の
よ
う
な
絵
か
き
に
な
り
た
い
と
少
年
の
こ
ろ
は
夢
を
み
た

東
京
は
自
分
の
す
め
る
世
界
で
な
か
っ
た

す
な
を
に
山
に
も
ど
っ
た

遠
く
の

方
か
ら
東
京
を
な
が
め
た

も
う
一
度
目
を
と
ぢ
て
青

そ
れ
も
い
け
な
か
っ
た

い
空
を
み
た

は
じ
め
て
ほ
ん
と
う
の
自
分
が
み
ゑ
た

野
原
に
ど
っ
か
り
こ
し

を
す
ゑ
た

こ
こ
に
生
ま
れ
こ
こ
で
そ
だ
ち
こ
こ
で
一
生
し
づ
か
に
わ
が
ま
ま
に

く
ら
さ
せ
て
も
ら
ゑ
る
幸
に
き
が
つ
い
た

作
家
と
し
て
こ
ん
な
幸
は
な
い
と
思
つ

7こ

人
間
の
よ
ろ
こ
び
が
湧
い
た

豊
か
さ
が
無
限
に
ひ
ろ
が
っ
た

生
き
て
る

事
の
生
き
て
い
た
事
の
生
き
て
ゆ
け
る
事
の
す
ば
ら
し
さ

よ
ろ
こ
び
は
大
き
い

幸
も
大
き
い

ど
う
し
た
ら
い
ひ
絵
が
か
け
る
か

か
け
る
だ
ろ
う
か

ゑ
の
事

の
み
の
あ
け
く
れ
だ

山
も
乃
は
ら
も
人
間
も
み
ん
な
け
ん
こ
う
だ
素
朴
だ

野

の
花
に
も
小
鳥
た
ち
に
も
天
国
だ

空
も
す
み
に
澄
ん
で
い
る

き
れ
い
だ

戸

、ー

こ
が
浄
土
だ

よ
ろ
こ
び
も
幸
も
こ
こ
に
あ
る

ミ
レ
!
と
和
高
に
と
っ
て
は
、
田
園
は
、
初
め
か
ら
ご
く
自
然
に
自
分
を
包
み
込
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み
、
自
分
の
中
に
浸
透
し
て
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
都
会
も
知
り
、

一
時
的
に
し

て
も
比
べ
る
思
い
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ

た
田
園
の
魅
力
に
気
付
く
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
何
か
に
対
抗
し
て
選

ん
だ
と
い
う
よ
り
、
ご
く
自
然
に
帰
っ
て
行
く
べ
き
所
、
自
分
が
自
分
ら
し
く
生
き

ら
れ
る
環
境
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
実
際
に
、
長
く
暮
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
、
主
に
自
然
と
人
聞
に
つ
い
て
の
目
覚
め
、
発
見
を
重
ね
、
そ
れ
を
制
作

と
人
生
に
活
か
し
て
い
っ
た
の
だ
。

少
し
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
新
聞
紙
上
で
都
道
府
県
の
豊
か
さ
を
比
較
し
、

L 、
わ

ゆ
る
地
方
の
方
に
軍
配
が
上
が
っ
て
い
た
。
現
代
は
、
環
境
問
題
が
重
視
さ
れ
、

「
田
園
」
の
魅
力
が
見
直
さ
れ
て
い
る
時
代
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
然
と
人
が
ほ
ど
よ
く
調
和
し
て
い
る
所
、
人
も
自
然
の
一
部
と
し
て
、
ほ
か
の



多
く
の
生
き
る
仲
間
と
と
も
に
、
み
ず
み
ず
し
く
生
き
ら
れ
る
所
|
「
田
園
」
と
い

う
言
葉
が
与
え
る
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
広
く
共
通
し
た
も
の
と
思
え
る
。
都
会

し
か
知
ら
な
い
人
々
で
も
、
田
園
と
い
え
ば
何
か
ほ
っ
と
す
る
懐
か
し
い
よ
う
な
思

い
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
田
園
は
ふ
る
さ
と
や
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
る
。

人
そ
れ
ぞ
れ
に
心
の
中
に
、
自
分
の
「
田
園
」
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

広
島
市
出
身
の
映
画
監
督
、
新
藤
兼
人
氏
の
「
雀
に
な
り
た
い
」
と
題
し
た
エ
ッ

(注
9
)

セ
イ
に
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
で
聞
い
た
雀
の
声
に
注
目
し
、
モ

ス
ク
ワ
と
広
島
で
は
雀
の
鳴
き
声
も
ア
ク
セ
ン
ト
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た

こ
と
か
ら
書
き
起
こ
し
、
雀
が
違
え
ば
人
聞
が
違
う
の
も
当
然
、
自
分
が
東
京
に
出

た
最
初
の
頃
は
広
島
弁
を
気
に
し
て
、

一
言
し
ゃ
べ
る
の
に
も
注
意
し
た
も
の
だ
が
、

今
は
そ
ん
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
る
と
続
け
て
、

「
年
を
と
っ
て
厚
か
ま
し
く
な
っ
た
せ
い
か
、
い
や
い
や
年
に
関
係
は
な
い
。
い

ま
は
、
何
処
で
生
ま
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
時
な
の
で
あ
る
。
情
報
文
化

の
発
達
で
、
な
に
も
か
も
一
色
に
塗
り
潰
さ
れ
る
時
代
で
あ
り
、
ま
た
塗
り
潰
さ
れ

た
が
る
時
代
で
も
あ
る
の
だ
。
生
き
が
い
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
は
己
が
ア
イ
デ
γ

テ
ィ
テ
ィ
ー
だ
け
で
あ
る
。

わ
た
し
が
広
島
の
山
奥
で
小
学
校
へ
行
っ
て
い
た
と
き
、
雨
の
あ
く
る
日
、
道
が

ま
ば
ゆ
い
ほ
ど
に
白
く
な
っ
た
。
花
崩
岩
土
壌
だ
か
ら
、
雨
の
あ
と
は
白
い
砂
が
浮

き
あ
が
っ
て
く
る
。

こ
の
白
い
砂
の
う
え
に
、
わ
た
し
と
い
う
動
物
は
生
ま
れ
育
っ
た
。
そ
の
風
土
は
、

わ
た
し
の
性
格
を
つ
く
り
、

コ
ト
パ
を
つ
く
り
、
考
え
方
を
つ
く
っ
た
に
ち
が
い
な

ぃ
。
東
北
の
火
山
灰
地
の
う
え
に
生
ま
れ
た
も
の
は
、
黒
い
土
の
う
え
で
性
格
を
つ

く
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
人
間
と
い
う
動
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
で
あ
る
」

芸
術
に
心
寄
せ
る
人
々
、
芸
術
創
作
を
志
す
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
田
園
」
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
そ
こ
で
育
ま
れ
た
「
個
性
」
を
大
切
に
す
る
こ
と

は
、
大
変
に
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
和
高
と
ミ
レ

l
の
場
合
は
、
文
字
通
り
の

「
田
園
」
が
そ
の
人
生
の
舞
台
で
る
っ
た
が
、
そ
こ
に
積
極
的
な
意
味
を
感
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
を
頑
固
な
ま
で
に
大
切
に
し
た
、
だ
か
ら
こ
そ
人
の
心
を
打
つ
作
品

が
生
ま
れ
た
の
だ
と
言
え
る
。

「
田
園
」
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
か
な
か
に
美
し
い
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ

は
パ
ラ
ダ
イ
ス
で
は
な
い
。
人
が
生
き
る
上
で
の
生
活
上
の
様
々
な
苦
し
さ
は
当
然

あ
り
、
過
去
の
時
代
に
お
い
て
は
特
に
、
都
市
生
活
と
は
異
質
の
労
働
の
激
し
さ
も
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あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
和
高
も
農
作
業
と
制
作
の
両
立
に
随
分
苦
労
を
し
た
よ
う
だ
。

和
高
も
ミ
レ
ー
も
そ
の
よ
う
な
労
苦
を
熟
知
し
て
い
た
が
(
ミ
レ

l
は
職
業
画
家
で

は
あ
っ
た
が
)
、
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
ら
を
包
み
込
み
、
浄
化
す
る
自
然
の

偉
大
さ
、
美
し
さ
が
「
田
園
」
に
こ
そ
力
強
く
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
も
十
二
分
に

知
り
得
て
い
た
。
特
に
和
高
に
お
い
て
は
芸
術
の
世
界
を
、
実
生
活
を
豊
か
な
土
壌

と
し
つ
つ
も
、
そ
の
上
に
浄
化
さ
れ
昇
華
さ
れ
た
世
界
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
こ

と
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
出
来
上
が
っ
た
作
品
は
、
身
近
な
生
活
を
主
題
と

し
つ
つ
も
生
活
臭
の
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
何
か
し
ら
物
足
り
な
い

思
い
を
抱
く
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
浄
化
さ
れ
た
美
し
さ
こ
そ
が

和
高
芸
術
の
真
髄
で
あ
り
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
和
高
の
思
い
は
明
確
で
あ
り
、
頑

固
で
さ
え
あ
っ
た
。
和
高
芸
術
は
、
田
園
と
い
う
土
壌
の
上
に
、
和
高
節
二
と
い
う



一
人
の
人
間
の
ひ
た
む
き
な
意
志
が
次
々
と
生
み
育
て
、
聞
か
せ
た
花
々
で
あ
る
と

言
え
る
。

六
、
お
わ
り
に

和
高
を
知
っ
た
こ
と
で
、
私
は
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
よ
う
に
思
う
。
中
で
も
、

伸
二
氏
の
手
紙
に
も
「
人
格
主
義
的
理
想
主
義
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
が
、
和
高

の
画
業
と
人
生
を
振
り
返
る
時
、
大
き
な
力
を
持
っ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、

人

格
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
和
高
と
の
出
会
い
を
通
し
て
、
人
間
の
一
番
の
価
値
は

人
格
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
と
い
う
思
い
を
私
は
強
く
し
た
。
い
か
に
地
位
や
名
誉
に

恵
ま
れ
、
あ
る
い
は
財
産
や
知
識
、
才
能
が
豊
か
で
あ
っ
て
も
、
人
格
が
伴
わ
な
け

れ
ば
そ
の
輝
き
は
と
た
ん
に
失
わ
れ
る
。

「
人
格
」
と
い
う
言
葉
の
響
き
は
や
や
か

た
い
が
、
本
当
の
「
人
格
」
と
は
、
生
活
者
と
し
て
の
確
か
な
誇
り
を
芯
と
し
つ
つ

も
、
生
か
さ
れ
て
い
る
も
の
の
謙
虚
さ
を
備
え
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
あ
た

た
か
な
共
感
に
満
ち
た
柔
軟
で
自
然
な
心
持
ち
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
和
高
に
お
い
て
強
く
こ
の
言
葉
が
思
わ
れ
る
背
景
に
は
、
や
は
り
田
園
と
い

う
環
境
の
浄
化
作
用
も
働
い
て
い
よ
う
。

和
高
家
の
庭
に
は
大
き
な
木
蓮
の
木
が
三
本
立
っ
て
い
た
。
和
高
自
身
が
求
め
て

き
て
植
え
た
も
の
と
聞
い
た
が
、
仮
に
和
高
四
十
歳
の
時
の
こ
と
と
し
て
も
既
に
半

世
紀
。
見
事
な
枝
振
り
を
見
上
げ
る
た
び
に
和
高
の
歩
ん
だ
年
月
が
思
わ
れ
た
。

木
蓮
は
四
月
の
初
め
、
二
本
が
白
、

一
本
が
赤
の
花
を
つ
け
た
。
出
会
い
の
翌
年

か
ら
三
度
、
私
は
こ
の
木
蓮
の
花
見
の
宴
に
よ
ば
れ
て
い
っ
た
。
満
開
の
花
の
下
、

和
高
を
囲
む
人
々
の
輸
の
中
で
心
尽
し
の
膳
に
箸
を
つ
け
、
談
笑
L
た
日
の
輝
き
は

今
も
あ
せ
る
こ
と
な
く
私
の
心
の
中
に
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
日
々
も
お
そ
ら
く
ず
っ
と
私
は
、
春
が
め
ぐ
る
た
び
に
和
高
邸
の
木

蓮
に
思
い
は
せ
、
木
蓮
の
花
を
見
る
と
、
田
園
に
生
き
た
画
家
和
高
節
こ
の
こ
と
を

思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
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-和高節ニの作品

回植え碍 1929年 薪を入れる娘 1935年

瀦と話をする老人 ミレー自画像の模写

-ミレーの作品

春 1868ー73年 薪集めの女たち(冬) 1852-53年
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関係略年 益金
日日

1814年 10月14日、ジャン・フランソワ・ミレ一、フランス・ノルマンディ地方の農村グリュシー

に生まれる

33年 シェルブールで絵を学ぶ

37年 ノミリへ赴き、ドラロッシュのアトリエへ入る (39年に去る)

40年 肖像画でサロン初入選

41年 ポーリーヌ・ヴイルジニー・オノと最初の結婚

44年生活苦の中、妻死去。この頃より46年頃まで「華やかな手法」

45年 カトリーヌ・ルメールと知り合う

48年サロ γにく箕をふるう人〉出品、好評

49年 ノミルピゾンに定住

50年サロ γにく種をまく人〉出品

53年 アメリカ人作品購入。この頃から生活安定し始める

57年サロンにく落穂拾い〉出品

59年 く晩鐘〉完成

[68年 日本、明治維新〕

70年サロンの審査員を務める

[74年 「画家、彫刻家、版画家の無名作家協会展J (第 1回印象派展)開催〕

75年 ミレ一、 1月3日にまだだった結婚式を挙げる。 20日死去

76年(明治 9) フォシタネージ来日

88年 (21) 黒田清輝ノミルビゾγ訪問 (24年後に 120儀年前のバルビゾシ村」執筆)

90年 (23) 林忠正ミレ一作品公開

98年 (31) 9月16日和高節二、広島県高田郡長田村(現在の高田郡向原町長田)に生まれる

1900年前後世界的にミレ一人気高まる。日本でも関係出版物など相次ぐ

15年(大正4) ロマ γ ・ロラン著『ベートーヴ、ェンとミレーJl (加藤一夫訳・洛陽堂)刊行

19年 (8) 節二上京。日本美術学院、 )11端画学校に入る。帰郷し市原ナイと結婚

20年 (9) 月に一、二度の「東京通い」始める(二次大戦末期まで)。第1回中央美術展入

選

21年 (10) く母子〉制作

22年 (11) 向原町に「ドガ堂」開設

25年 (14) 吉川霊華に師事

28年(昭和 3) 平福百穂に師事

29年 (4) く早乙女〉で帝展(第10回)初入選。中央美術展にく田植え時〉出品

38年 (13) 第1回現代美術展にく秋日和〉が入賞

40年 (15) 紀元2600年奉祝日本画展でく牡牛(こつとい)>が文部大臣賞(最高賞)受賞

40年代、 50年代はしばしば療養生活を送る

61年 (36) 丑年を祝し天満屋広島屈で個展開催

78年 (53) く種をまく人〉などミレーの諸作で知られる山梨県立美術館開館

86年 (61) 広島県立美術館の昭和61年度第 1期常設展にて代表作14点展覧。向原町名誉町民

に推される。向原町の駅ビル完成記念として向原町中央公民館で町内所蔵作品展

も開催される

89年(平成元年) 広島県立美術館にて「和高節二一野に生きる一」展開催される。あわせて

画集も刊行される

90年 (2) 10月10日この世を去る

91年 (3) 1月10日から22日まで、広島市内のスズカワ画廊にて遺作展が開催される
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注

注

財
団
法
人
県
民
セ
ン
タ
ー
発
行
月
刊
『
け
ん
み
ん
文
化
』
。
和
高
の
「
訪
問

記
」
は
一
九
八
七
年
六
月
号
に
掲
載
。

注
2 

和
高
の
長
女
の
貞
子
さ
ん
。

〈
母
子
〉
を
は
じ
め
、
多
く
の
作
品
に
描
か
れ

て
い
る
。

注
3 

以
下
、
和
高
の
言
葉
は
『
け
ん
み
ん
文
化
』

一
九
八
七
年
六
月
号
「
訪
問
記
」

よ
り
。

注
4 

井
出
洋
一
郎
編
「
ミ
レ

i
略
年
譜
」

(
『
ミ
レ
l
展
|
|
「
四
季
」
ア
l
ス

色
の
や
さ
し
さ
』

井
出
洋
一
郎
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・

R
・
マ
ー
フ
ィ
ー
監

修
執
筆
/
日
本
テ
レ
ビ
放
送
網
株
式
会
社
編
集
発
行
/
一
九
九
二
を
主
な
資

料
と
し
た
。

注
5 

岩
波
文
庫
の
『
ミ
レ

l
』

第
二
十
六
刷
)
に
、

(
蛇
原
徳
夫
訳
/
一
九
九

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
評
伝
と
と
も
に
あ
る
、
ミ
レ

l
自
身
に
よ
る
「
幼
時
の
思

い
出
」
参
照
。

注
6 

5
と
同
様
の
「
パ
リ
の
思
い
出
」
参
照
。

注
7 

日
本
に
お
け
る
ミ
レ
!
の
受
容
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
主
な
資
料

と
し
た
。

ロパ

l
ト・

L
・ハ

l
パ
l
ト
「
ミ
レ

l
展
に
寄
せ
て
」

(
『
ミ
レ

l
展
|
|

「
四
季
」
ア
i
ス
色
の
や
さ
し
さ
』
)

原
田
平
作
「
日
本
と
ミ
レ

l
」

(
『
ミ
レ
l
展
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵

開
催
記

念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』

山
梨
県
立
美
術
館
編
集
発
行
/
一
九
八
六
)

小
野
迫
孝
「
日
本
に
お
け
る
ミ
レ

l
史」

(
『
開
館
一
周
年
記
念
特
別
展

レ
!
と
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
』

山
梨
県
立
美
術
館
編
集
発
行
/
一
九
七
九
)

注
8 

和
高
の
足
跡
に
つ
い
て
の
主
な
資
料
は
先
に
挙
げ
た
『
け
ん
み
ん
文
化
』

九
八
七
年
六
月
号
と
、
広
島
県
立
美
術
館
学
芸
課
編
「
和
高
節
二
年
譜
」

(
『
和
高
節
二
画
集
・
野
に
生
き
る
』

和
高
節
二
画
集
刊
行
委
員
会
編
集
発

行
/
一
九
八
九
)
。
ま
た
、
和
高
伸
二
氏
執
筆
の
原
稿
(
近
々
発
刊
予
定
の
和

高
の
評
伝
)
も
拝
見
し
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

注
9 

『
け
ん
み
ん
文
化
』

一
九
九
一
年
十
一
月
号

(
は
っ
た
・
の
り
こ

広
島
県
民
文
化
セ
シ
タ
l
)
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