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オ
ラ
ン
ダ
が
生
ん
だ
３
大
画
家

の
１
人
、
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作
品

展
が
昨
年
秋
か
ら
上
野
の
森
美
術

館
で
４
ヶ
月
に
亘
り
開
催
さ
れ
た
。

今
回
は
特
別
に
日
時
指
定
入
場
制

で
あ
っ
た
。
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作

品
が
初
め
て
日
本
で
展
示
さ
れ
た

の
は
、
１
９
６
８
年
。
レ
ン
ブ
ラ

ン
ト
と
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
巨
匠
展
の

中
で
の
１
点
の
み
で
、
そ
れ
か
ら

48
年
間
に

20
点
展
示
さ
れ
て
い

る
。 今

回
は
初
来
日
３
点
を
含
む
９

点
が
展
示
さ
れ
た
。
判
明
し
て
い

る
彼
の
作
品
は

35
点
と
言
わ
れ
、

現
在
オ
ラ
ン
ダ
国
内
に
７
点
、
そ

の
他
は
欧
米

11
都
市
の
美
術
館

等
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な

こ
と
に
盗
難
に
よ
り
行
方
不
明
の

作
品
が
１
点
あ
り
ま
す
。
フ
ェ
ル

メ
ー
ル
は

43
歳
で
亡
く
な
り
ま

し
た
が
、
因
み
に

37
歳
で
亡
く

な
っ
た
ゴ
ッ
ホ
は
素
描
画
を
含
め

８
６
０
点
の
作
品
を
残
し
て
い
ま

す
。 

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作
品
の
特
徴

は
、

29
点
が
室
内
画
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
が
風
俗
画
で
す
。
当
初

は
、
宗
教
画
、
歴
史
画
を
描
い
て

い
ま
し
た
が
、
２
点
し
か
残
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
風
景
画
も
２
点
の

み
で
す
。
有
名
な
「
真
珠
の
耳
飾

り
の
少
女
」
は
ト
ロ
ー
ニ
ー
と
呼

ば
れ
る
作
品
で
、
肖
像
画
と
は
異

な
り
モ
デ
ル
を
特
定
せ
ず
に
描
か

れ
た
人
物
画
で
、
も
う
１
点
「
少

女
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
真
珠

の
耳
飾
り
の
少
女
」
の
作
品
に
使

わ
れ
て
い
る
絵
の
具
は
、
ウ
ル
ト

ラ
マ
リ
ン
ブ
ル
ー
と
よ
ば
れ
る
鉱

石
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
を
砕
い
て
オ
イ

ル
と
よ
く
練
り
合
わ
せ
て
造
っ
た

物
で
と
て
も
高
価
な
物
で
し
た
。

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
は
こ
の
色
を
好
み
、

「
牛
乳
を
注
ぐ
女
」
に
も
使
っ
て

い
ま
す
。
又
、
「
天
文
学
者
」
と

「
地
理
学
者
」
に
描
か
れ
て
い
る

男
性
が
着
て
い
る
も
の
は
、
東
イ

ン
ド
会
社
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ

た
日
本
の
着
物
で
「
ヤ
ポ
ン
ス
・

ロ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
す
。 

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
は
、
構
図
に
窓

か
ら
差
し
込
む
光
と
モ
デ
ル
の
立

つ
場
所
を
決
め
、
光
と
影
の
効
果

を
考
え
て
色
の
配
分
を
し
て
い
ま

す
。
ス
テ
ン
ド
ガ
ラ
ス
の
窓
、
黄

色
の
ガ
ウ
ン
を
着
た
女
性
が
何
度

か
登
場
し
て
い
ま
す
。 

17
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
は
黄
金

時
代
。
貿
易
や
産
業
が
発
展
し
て

オ
ラ
ン
ダ
人
の
生
活
も
豊
か
に
な

り
、
家
に
絵
を
飾
る
ゆ
と
り
が
出

来
、
宗
教
画
か
ら
人
々
の
暮
ら
し

の
様
子
を
描
く
風
俗
画
が
は
や
り

始
め
ま
し
た
。
楽
器
を
奏
で
て
い

る
様
子
や
手
紙
を
読
ん
だ
り
、
書

い
た
り
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
又
、
作
品
の
大
き
さ
も
普
通

の
家
に
合
わ
せ
て
少
し
小
さ
く
な

っ
て
い
ま
す
。 

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
死
後
、
作
品

を
含
め
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

19
世
紀
に
な
っ
て
美
術
雑
誌
に

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
に
関
す
る
論
文
を

書
く
人
が
現
れ
、
再
び
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
オ
ラ
ン

ダ
以
外
の
欧
米
人
か
ら
も
作
品
を

欲
し
が
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

（
編
集
委
員
） 
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妙
寿
寺
は
東
京
都
世
田
谷
区
の

千
歳
烏
山
駅
北
の
寺
町
通
り
に
あ

る
お
寺
で
す
。
関
東
大
震
災
で
深

川
の
お
寺
が
壊
さ
れ
、
復
興
の
た

め
こ
の
地
に
最
初
に
や
っ
て
き
ま

し
た
。
寺
町
通
り
は
震
災
で
倒
壊

し
た
都
心
の
寺
の
再
開
発
に
な
り

ま
し
た
。 

新
緑
の
頃
、
住
職
の
好
意
で
客

殿
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
は
区
教
育
委
員
会
や
住

職
の
努
力
で
移
設
元
や
時
期
が
明

確
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

二
階
建
て
の
外
観
は
旧
堀
田
邸

や
豪
徳
寺
書
院
に
良
く
似
て
、
明

治

37
年
に
建
築
さ
れ
た
鍋
島
直
和

邸
の
一
部
で
し
た
。 

基
礎
は
佐
倉
の
旧
堀
田
邸
同
様

ボ
ル
ト
ナ
ッ
ト
を
使
っ
て
お
り
、

釘
隠
し
は
な
か
っ
た
が
、
軒
の
丸

太
や

1
間
半
の
床
の
間
な
ど
同
一

で
し
た
。 

鍋
島
直
和
は
堀
田
正
恒
の
３
歳

上
の
兄
で
肥
前
蓮
池
藩
主
鍋
島
直

柔
の
長
男
で
現
在
の
乃
木
坂
の
国

立
新
美
術
館
が
あ
る
屋
敷
で
成
長

し
ま
し
た
。
結
婚
す
る
に
当
た
り

父
直
柔
は
明
治

37
年
に
狸
穴
に
新

居
を
建
て
、
松
平
不
昧
の
玄
孫
を

娶
り
ま
し
た
。 

昭
和
に
な
り
、
ロ
シ
ア
大
使
館

の
新
設
の
話
が
起
こ
り
、
狸
穴
の

直
和
邸
に
立
ち
退
き
が
起
こ
り
ま

す
。
昭
和
４
年
に
震
災
で
客
殿
を

失
っ
た
妙
寿
寺
に
檀
家
総
代
の
東

京
大
学
建
築
学
部
の
内
田
教
授
が

移
築
を
し
た
の
で
す
。 

豪
徳
寺
の
堀
田
邸
移
設
と
同
時

期
昭
和
４
年
に
妙
寿
寺
も
移
設
さ

れ
、
関
連
が
興
味
深
い
。 

狸
穴
の
兄
直
和
邸
で
は
兄
弟
は

よ
く
会
い
、
家
族
音
楽
会
や
欧
州

か
ら
の
来
客
音
楽
会
な
ど
を
催
し
、

正
恒
も
チ
ェ
ロ
を
弾
い
て
い
る
写

真
が
残
っ
て
い
る
。
直
和
邸
の
一

部
は
音
羽
護
国
寺
の
社
務
所
に
も

移
築
さ
れ
て
い
る
。 

秋
は
境
内
の
紅
葉
も
素
晴
ら
し

く
、
近
隣
寺
院
も
加
え
、
歴
史
散

歩
で
も
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

(

宮
ノ
台 

田
島 

健
次)

 

 

   

海
洋
生
物
学
で
は
太
陽
光
が
乏

し
く
、
光
合
成
が
出
来
な
く
な
る

水
深
２
０
０
㍍
よ
り
深
い
海
を
深

海
と
呼
ぶ
そ
う
で
、
そ
の
深
海
３

０
０
か
ら
８
０
０
㍍
に
生
息
す
る

金
目
鯛
・
阿
候
鯛
（
別
名
メ
ネ
ケ)

釣
り
を
時
々
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い

る
。 阿

候
鯛
釣
り
は
胴
付
け
仕
掛
け

に

10
本
か
ら

20
本
の
針
を
巻
い
て

底
に
落
と
し
、
絡
ま
な
い
よ
う
に

し
な
が
ら
深
い
所
に
住
む
御
魚
ち

ゃ
ん
に
話
し
か
け
る
こ
と
か
ら
始

ま
る
。 

竿
先
を
集
中
し
な
が
ら
、
「
美
味

し
い
餌
で
す
よ
、
食
べ
て
ご
ら
ん

な
さ
い
」
と
や
さ
し
く
話
し
か
け
、

竿
先
の
微
妙
な
当
た
り
を
見
定
め
、

竿
先
が
微
妙
に
揺
れ
た
時
、
一
番

下
の
針
に
食
べ
た
と
考
え
、
次
の

二
番
目
の
針
に
か
け
る
べ
く
、
潮

の
流
れ
を
気
に
し
な
が
ら
糸
を
送

り
出
す
が
、
何
㍍
出
す
か
は
そ
の

時
の
感
で
あ
る
。
上
手
く
は
ま
り

２
本
目
の
当
た
り
が
あ
り
、
３
本
、

４
本
と
針
に
順
次
食
わ
し
た
と
き

は
最
高
で
あ
る
。 

船
長
の
合
図
で
順
番
に

10
分
程

度
か
け
て
電
動
リ
ー
ル
で
巻
き
上

げ
て
く
る
が
、
巻
き
上
げ
途
中
は

糸
が
切
れ
な
い
か
、
魚
が
外
れ
な

い
か
、
途
中
サ
メ
・
イ
ル
カ
に
食

わ
れ
な
い
か
、
ハ
ラ
ハ
ラ
、
ド
キ

ド
キ
の
時
間
で
あ
る
。 

あ
と
残
り

70
㍍
程
度
で
急
に
軽

く

な

る

。

あ

れ

、

魚

が

外

れ

た

か
？ 

い
や
違
う
の
で
あ
る
阿
候

鯛
２
か
ら
５
㌔
の
魚
が
海
面
に
プ

カ
、
プ
カ
ッ
、
プ
カ
と
、
順
次
浮

い
て
赤
い
提
灯
行
列
の
よ
う
に
な

っ
た
と
き
は
、
誰
も
が
歓
声
を
上

げ
て
し
ま
う
。
魚
を
船
に
引
き
揚

げ
る
と
き
は
最
高
な
笑
み
が
自
然

に
出
る
。 

今
は
資
源
が
枯
渇
し
て
し
ま
い
、

幻
の
魚
と
な
り
赤
い
提
灯
行
列
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

な
お
、
こ
れ
は
深
い
い
…
眠
り

の
中
で
の
夢
の
話
で
あ
る
。 

 （
西
志
津 

櫻
井 

英
樹
） 

 

東
京
散
歩 

妙
寿
寺 

深
い
い
…
話 



－３－ 

  

今
か
ら

70
年
前
に
タ
イ
ム
ス
リ

ッ
プ
し
て
み
よ
う
。
私
は
ま
だ
小

学
低
学
年
の
頃
だ
っ
た
。
煙
た
な

び
く
吾
妻
山
の
麓
か
ら
湧
き
出
た

水
が
、
せ
せ
ら
ぎ
と
な
り
、
い
く

つ
か
の
小
川
と
合
流
し
て
阿
武
隈

川
と
な
っ
て
太
平
洋
に
流
れ
て
ゆ

く
。 春

の
雪
解
け
は
早
く
、

3
月
の

中
頃
に
な
る
と
う
っ
す
ら
と
地
肌

が
見
え
て
く
る
。
裏
山
に
は
マ
ン

サ
ク
の
花
が
咲
き
、
梅
の
香
り
に

の
っ
て
野
鳥
が
集
う
。
山
畑
に
は

モ
モ
の
花
が
咲
き
、
二
毛
作
の
菜

の
花
が
一
面
に
咲
き
ほ
こ
り
、
遠

く
山
裾
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
の

間
に
ピ
ン
ク
色
の
レ
ン
ゲ
草
畑
の

折
り
な
す
二
色
の
風
景
は
、
今
で

も
私
の
胸
に
焼
き
付
い
て
忘
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

4
月
に
入
る
と
ま
も
な
く
、
真

綿
の
よ
う
な
ふ
ん
わ
り
と
し
た
リ

ン
ゴ
の
花
が
咲
き
始
め
る
。
（
咲
き

始
め
は
桃
色
だ
が
満
開
に
は
真
白

に
な
る
。
） 

阿
武
隈
川
に
そ
そ
ぐ
小
川
に
は
、

サ
ケ
の
稚
魚
が
キ
ラ
キ
ラ
と
朝
日

に
輝
い
て
い
た
。
卵
を
腹
い
っ
ぱ

い
に
か
か
え
た
沢
蟹
が
ま
だ
寒
い

の
か
巣
穴
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
る
。 

 
 

や
が
て
桜
の
季
節
が
や
っ
て
く

る
。
こ
れ
が
東
北
の
春
の
訪
れ
な

の
だ
。 

野
山
に
は
エ
ビ
ネ
や
、
シ
ョ
ウ

ジ
ョ
ウ
バ
カ
マ
、
ア
ズ
マ
イ
チ
ゲ

な
ど
沢
山
咲
い
て
い
た
。 

地
形
的
に
は
、
奥
羽
山
脈
と
阿

武
隈
高
地
に
囲
ま
れ
て
い
る
盆
地

の
た
め
、
夏
は
か
な
り
む
し
暑
い
。 

ア
ユ
や
ヤ
マ
ベ
、
う
な
ぎ
や
モ

ク
ズ
蟹
な
ど
川
で
と
れ
る
も
の
は

何
で
も
捕
っ
て
い
た
。
ア
ユ
の
梁

か
け
や
投
網
に
も
挑
戦
し
て
み
た
。 

東
北
の
秋
は
ツ
ル
ベ
落
し
の
ご

と
く
早
く
、
山
々
は
ま
ぶ
し
い
ほ

ど
赤
や
黄
色
に
染
ま
る
。 

雪
の
量
は
思
っ
た
よ
り
少
な
く

1
㍍
に
も
満
た
な
い
。
冬
は
も
っ

ぱ
ら
来
春
の
農
作
業
の
準
備
に
あ

け
く
れ
る
。
故
郷
の
思
い
出
は
語

り
つ
く
せ
な
い
事
が
沢
山
あ
る
が

こ
の
辺
で
ペ
ン
を
置
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
染
井
野 

宍
戸 

廣
美
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数
年
前
、
出
張
中
の
休
日
を
利

用
し
て
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
有
名

な
タ
イ
国
パ
タ
ヤ
ー
に
あ
る
施
設
、

サ
ン
ク
チ
ャ
リ
ー
・
オ
ブ
・
ト
ゥ

ル
ー
ス
を
見
学
し
ま
し
た
。
こ
の

施
設
は
、
独
特
な
形
を
し
た
木
造

巨
大
建
築
で
す
。
そ
の
高
さ
は
１

０
５
㍍
、
幅
は
約
１
０
０
㍍
あ
り
、

釘
な
ど
を
一
切
使
っ
て
お
ら
ず
全

て
木
組
み
だ
け
で
、
海
岸
に
建
て

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
建
物
は
、
タ
イ
の
大
富
豪

が
１
９
８
１
年
に
建
設
を
始
め
、

彼
の
死
後
も
完
成
を
目
指
し
、
現

在
も
建
設
作
業
が
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
の

あ
る
話
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
か
？ 

そ
う
で
す
、
規
模
は
小
さ
い
で
す

が
、
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
に

あ
る
サ
グ
ラ
ダ
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
を

連
想
し
ま
す
。
建
物
は
外
か
ら
見

る
だ
け
で
な
く
、
内
部
に
入
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
平
面
で
見
る
と

十
字
型
を
し
た
形
の
建
物
で
、
十

字
が
交
差
す
る
中
心
部
分
に
塔
が

建
っ
て
い
ま
す
。
外
部
お
よ
び
内

部
の
ほ
と
ん
ど
全
面
に
、
お
び
た

だ
し
い
数
の
木
彫
が
ほ
ど
こ
さ
れ

て
お
り
、
い
つ
ま
で
見
て
い
て
も

飽
き
ま
せ
ん
。
木
彫
り
像
は
建
物

同
様
に
彩
色
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、

す
べ
て
無
垢
の
チ
ー
ク
材
で
統
一

感
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
・
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
の
神
々
が
建
物
全
体
を
飾

り
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
、
タ
イ
の
哲
学
を
混
ぜ
合
わ
せ

た
独
自
の
思
想
を
象
徴
し
て
い
る

そ
う
で
す
。 

 

パ
タ
ヤ
ー
ビ
ー
チ
ロ
ー
ド
の
レ

ス
ト
ラ
ン
で
、
シ
ー
フ
ー
ド
と
冷

た
い
ビ
ー
ル
で
乾
杯
し
て
か
ら
帰

路
に
つ
き
、
充
実
し
た
一
日
で
し

た
。
皆
様
も
機
会
が
あ
り
ま
し
た

ら
訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
？ 

 

（
山
王 

遠
藤 

道
雄
） 

 

我
が
心
の
故
郷 

サ
ン
ク
チ
ャ
リ
ー
・ 

オ
ブ
・
ト
ゥ
ル
ー
ス 

（
タ
イ
国 

パ
タ
ヤ
ー
） 



－４－ 

こ
こ
数
年
俳
句
ブ
ー
ム
の
よ
う

で
あ
る
。
テ
レ
ビ
で
は
「
プ
レ
バ

ト
」
と
い
う
趣
味
を
競
い
合
う
番

組
で
俳
句
が
一
番
人
気
で
あ
る
。

私
に
は
俳
句
に
関
す
る
素
養
は
な

い
が
、
五
七
五
の
十
七
音
で
つ
く

る
調
べ
が
心
地
良
く
、
女
流
俳
人

の
解
説
を
聞
い
て
い
る
と
、
な
ん

と
な
く
俳
句
が
ど
う
い
う
も
の
か

分
か
る
気
が
し
て
、
毎
週
番
組
を

楽
し
ん
で
い
る
。 

俳
句
と
い
え
ば
、
明
治
以
降
で

は
正
岡
子
規
が
思
い
浮
か
ぶ
。
子
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「
行
不
由
径
」
（
論
語
）
「
行ゆ

く
に

径
こ
み
ち

に
由よ

ら
ず
」
と
読
む
。 

 

径
の
方
が
早
い
し
、
景
色
も
良

い
。
し
か
し
行
き
止
ま
り
が
あ
る
。

大
道
は
遠
回
り
に
見
え
て
も
、
決

し
て
迷
わ
な
い
と
い
う
意
味
だ
。 

 

佐
倉
に
移
り
住
み
既
に

35
年

が
過
ぎ
た
。
転
居
当
時
は
、
道
路

も
未
舗
装
が
多
く
、
畑
の
可
憐
な

草
花
を
見
な
が
ら
の
ん
び
り
歩
い

た
懐
か
し
い
記
憶
が
甦
る
。 

 

 

今
で
は
、
住
宅
や
商
業
施
設
が

立
ち
並
び
道
路
が
整
備
さ
れ
近
所

に
畑
の
面
影
も
見
え
な
い
。
便
利

さ
が
優
先
さ
れ
、
季
節
の
移
ろ
い

を
感
じ
る
風
景
が
消
え
行
く
の

は
、
一
抹
の
寂
し
さ
を
感
じ
る
。 

 

市
民
ハ
イ
キ
ン
グ
に
参
加
し
、

先
輩
方
は
良
く
ぞ
こ
れ
だ
け
の
小

径
を
見
つ
け
ら
れ
た
と
感
心
す
る
。

仲
間
と
語
ら
い
な
が
ら
の
愉
し
い

時
間
で
あ
る
。
健
康
と
心
の
ゆ
と

り
が
も
た
ら
す
宝
物
と
言
え
よ
う
。 

（
橘
高 

芳
敬
） 

規
が
生
ま
れ
た
松
山
で
は
町
中
に

俳
句
ポ
ス
ト
が
置
か
れ
、
ま
た
、

高
校
生
が
競
う
「
俳
句
甲
子
園
」

が
あ
る
と
聞
く
。 

先
日
、
本
屋
で
俳
句
歳
時
記
を

手
に
取
り
眺
め
て
み
た
が
、
春
の

季
語
だ
け
で
も
数
え
き
れ
な
い
多

さ
で
、
こ
れ
は
難
し
い
。
そ
こ
で

季
語
を
入
れ
な
い
で
詠
ん
だ
俳
人
、

種
田
山
頭
火
の
一
句 

〝
こ
こ
ろ
つ
か
れ
て
山
が
海
が 

 
 

 

う
つ
く
し
す
ぎ
る
〟 

私
も
少
し
疲
れ
て
い
る
の
か
な
、 

皆
さ
ん
も
一
句
ど
う
で
す
か
。 

（
土
田 

幸
雄
） 

さ
く
ら
道 

あ
と
が
き 

３月の黒板 


