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モ
ネ
と
庭
づ
く
り

六
人
部
　
昭
　
典

は
じ
め
に

マ
ル
モ
ッ
タ
ン

＝

モ
ネ
美
術
館
が
所
蔵
す
る
一
枚
の
写
真
︵
図
１
︶。
一
八
八
七

年
頃
に
撮
影
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
写
し
出
さ
れ
て
い
る
モ
ネ
の
姿
は
、

画
家
と
い
う
よ
り
、
園
芸
家
で
あ
る
︵
庭
師
や
造
園
家
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
︶。

モ
ネ
に
と
っ
て
、
一
八
八
七
年
は
前
半
期
か
ら
後
半
期
に
移
行
す
る
模
索
の
時
期

だ
っ
た
。
前
年
、
一
八
八
六
年
に
印
象
派
に
よ
る
第
八
回
の
グ
ル
ー
プ
展
が
開
催
さ

れ
て
い
る
が
、
モ
ネ
は
参
加
し
て
い
な
い
。
一
方
、
ス
ー
ラ
た
ち
、
後
に
新
印
象
主

義
と
名
づ
け
ら
れ
る
若
い
画
家
た
ち
が
初
め
て
出
品
し
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
グ

ル
ー
プ
展
は
、
印
象
主
義
が
絵
画
の
変
革
を
導
い
た
時
代
が
区
切
り
を
迎
え
、
次
の

時
代
、
ポ
ス
ト
印
象
派
の
時
代
に
移
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
モ

ネ
は
第
八
回
展
の
三
年
前
、
一
八
八
三
年
に
は
そ
れ
ま
で
住
ん
だ
パ
リ
近
郊
を
離

れ
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
の
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
に
転
居
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
村
が

気
に
入
り
、
後
半
生
の
四
三
年
間
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

モ
ネ
が
若
い
時
期
か
ら
園
芸
に
関
心
を
寄
せ
、
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
で
の
大
が
か
り
な

庭
づ
く
り
に
至
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、
庭
づ
く
り
︵
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
︶
が
大
流
行
し
た
。
プ
ラ
ン
ト･

ハ
ン
タ
ー
た
ち

は
競
い
合
っ
て
珍
し
い
花
々
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
ち
帰
り
、
科
学
の
進
展
が
多
く
の

園
芸
品
種
を
生
み
出
し
た
の
だ
っ
た
。
西
洋
で
は
古
く
か
ら
庭
園
は
重
視
さ
れ
て
い

た
が
、
近
代
以
前
に
は
、
王
侯
貴
族
な
ど
の
限
ら
れ
た
階
層
の
人
々
の
も
の
だ
っ

た
。
彼
ら
は
庭
園
を
眺
め
、
と
き
に
そ
こ
を
散
策
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
造
園
の

作
業
に
直
接
に
携
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
世
紀
に
は
、
多
く
の
人
々

が
自
ら
土
に
触
れ
、
花
を
育
て
る
こ
と
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。
あ
る
文
学
者
は
こ
う

し
た
園
芸
家
に
つ
い
て
、﹁
ほ
ん
と
う
の
園
芸
家
は
花
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
、
土

を
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
﹂１

と
記
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
モ
ネ
は
画
家
と
し
て
他
の

人
々
以
上
に
、
花
々
の
色
彩
や
形
を
注
視
し
た
だ
ろ
う
が
、
土
を
耕
す
こ
と
な
く
し

て
花
は
育
た
な
い
。
先
の
写
真
は
、
そ
の
よ
う
な
園
芸
家
と
し
て
の
彼
の
生
活
を
想

起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
花
々
や
庭
づ
く
り
に
対
す
る
モ
ネ
の
関
心
が
、
彼

の
絵
画
の
展
開
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。

一
．
描
か
れ
た
庭

モ
ネ
が
早
い
時
期
に
庭
を
描
い
た
代
表
的
な
作
例
と
し
て
、︽
庭
の
女
性
た
ち
︾

︵
図
２
︶
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
は
パ
リ
郊
外
の
ヴ
ィ
ル･

ダ
ヴ

レ
ー
に
借
り
た
家
の
庭
で
、
一
八
六
六
年
に
制
作
さ
れ
、
翌
年
の
サ
ロ
ン
展
に
落
選

し
た
。
画
面
に
は
薔
薇
の
咲
く
庭
に
四
人
の
女
性
が
配
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
人



－　－2

物
も
、
モ
デ
ル
は
恋
人
の
カ
ミ
ー
ユ
が
務
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
女
性
た
ち
の
衣
装

の
う
ち
、
画
面
右
の
女
性
が
着
る
白
地
に
水
玉
を
散
ら
し
た
衣
装
と
、
左
の
女
性
が

着
る
緑
色
の
ス
ト
ラ
イ
プ
の
服
は
、
前
年
に
モ
ネ
が
取
り
組
ん
だ
大
作
︽
草
上
の
昼

食
︾
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
カ
ミ
ー
ユ
が
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。︽
草
上
の
昼

食
︾
で
は
十
人
以
上
の
男
女
が
木
洩
れ
日
の
も
と
に
集
い
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
情
景
を

構
成
し
て
い
た
︵
一
八
六
六
年
の
サ
ロ
ン
展
出
品
作
と
し
て
計
画
さ
れ
た
が
、
未
完

成
に
終
わ
る
︶。
一
方
、︽
庭
の
女
性
た
ち
︾
で
は
、
三
組
の
女
性
た
ち
の
間
に
会
話

な
ど
を
介
し
た
関
係
は
見
ら
れ
な
い
。
モ
ネ
は
前
作
と
は
異
な
り
、
女
性
と
花
を

テ
ー
マ
に
、
異
な
る
三
つ
の
様
態
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
構
想
し
た
の
で
あ
る２
。

画
面
右
に
描
か
れ
た
女
性
は
左
手
を
伸
ば
し
、
花
に
触
れ
よ
う
︵
摘
も
う
︶
と
し
て

い
る
。
左
に
立
つ
二
人
の
女
性
の
う
ち
、
一
人
は
手
に
し
た
花
束
の
香
り
に
顔
を
寄

せ
、
も
う
一
人
の
女
性
と
語
ら
う
。
画
面
手
前
、
日
傘
を
さ
し
て
芝
生
に
座
る
女
性

は
、
広
が
っ
た
白
い
服
の
上
に
置
い
た
花
束
を
見
つ
め
、
物
思
い
に
ふ
け
る
。

一
九
世
紀
は
家
庭
に
お
け
る
庭
づ
く
り
、
す
な
わ
ち
私
的
な
造
園
が
流
行
し
た
だ

け
で
は
な
く
、
パ
リ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
公
園
、
つ
ま
り
公
の
庭
も
整
え
ら
れ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
パ
リ
市
内
に
は
花
市
が
立
ち
、
花
を
買
い
求
め
る
人
々
が
増
え
た
。
こ

の
よ
う
な
花
々
の
愛
好
と
と
も
に
、
女
性
た
ち
の
香
水
の
好
み
も
変
化
し
た
。
麝
香

な
ど
の
動
物
性
の
濃
厚
な
香
り
に
代
わ
っ
て
、
植
物
性
の
ほ
の
か
な
芳
香
︵
む
し
ろ

化
粧
水
︶
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
コ
ル
バ
ン
は
植
物
性
の
香
り
の

第
一
に
薔
薇
を
挙
げ
、﹁
自
然
の
香
り
と
陽
光
、
こ
こ
で
こ
そ
嗅
覚
が
は
た
ら
か
ね

ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
当
時
の
証
言
を
引
い
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
女
性
と
花
の
結

合
に
つ
い
て
、﹁
ほ
の
か
な
匂
い
は
、
透
き
と
お
っ
た
身
体
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
よ

び
お
こ
す
﹂
と
指
摘
す
る３
。︽
庭
の
女
性
た
ち
︾
で
は
、
整
え
ら
れ
た
庭
に
陽
光
が

輝
き
、
花
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
女
性
た
ち
は
白
昼
夢
に
似
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て

い
る
。

と
は
い
え
、
庭
づ
く
り
と
い
う
観
点
か
ら
︽
庭
の
女
性
た
ち
︾
を
見
る
と
、
こ
の

庭
は
モ
ネ
が
手
が
け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
モ
ネ
は
一
九
六
六
年

四
月
後
半
に
ヴ
ィ
ル･

ダ
ヴ
レ
ー
に
転
居
、
す
ぐ
に
作
品
制
作
を
始
め
て
い
る
が
、

夏
に
は
こ
の
地
を
離
れ
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
に
赴
い
て
い
る
。
モ
ネ
は
︽
庭
の
女
性

た
ち
︾
を
描
く
の
に
適
し
た
場
所
と
し
て
、
同
地
の
家
を
借
り
た
の
に
違
い
な
い
。

モ
ネ
自
身
が
庭
づ
く
り
に
励
む
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
八
七
一
年
一
二
月
に
住
み
始

め
る
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
だ
っ
た
。
一
八
六
七
年
に
カ
ミ
ー
ユ
と
の
間
に
長
男

ジ
ャ
ン
が
生
ま
れ
︵
二
人
は
一
八
七
〇
年
に
正
式
に
結
婚
︶、
モ
ネ
は
妻
子
を
養
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
八
七
二
年
に
三
〇
点
近
い
絵
が
デ
ュ
ラ
ン

＝

リ
ュ
エ

ル
画
廊
に
購
入
さ
れ
、
彼
の
生
活
は
よ
う
や
く
安
定
し
た
も
の
と
な
る
。
庭
づ
く
り

に
取
り
組
む
余
裕
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
モ
ネ
家
に
は
、

﹁
印
象
派
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
画
家
た
ち
も
集
ま
っ
た
。
一
八
七
三
年
五
月

の
書
簡
に
﹁
私
た
ち
が
計
画
し
て
い
る
︿
組
織
﹀﹇Société

﹈﹂４

と
記
さ
れ
て
お
り
、

同
年
一
二
月
の
﹁
画
家
、
彫
刻
家
、
版
画
等
の
芸
術
家
協
会
﹂︵
一
種
の
株
式
会
社

組
織
︶
の
設
立
に
繋
が
っ
た
。
そ
し
て
翌
年
四
月
、
こ
の
組
織
に
よ
る
第
一
回
展

︵
後
に
い
う
﹁
第
一
回
印
象
派
展
﹂︶
が
開
催
さ
れ
る
。
こ
の
年
に
は
マ
ネ
と
ル
ノ

ワ
ー
ル
が
モ
ネ
家
を
訪
れ
、
い
ず
れ
も
庭
で
寛
ぐ
母
子
︵
カ
ミ
ー
ユ
と
ジ
ャ
ン
︶
の

姿
を
描
い
た
。
こ
の
う
ち
、
マ
ネ
の
絵
︵
図
３
︶
の
画
面
左
端
に
は
、
如
雨
露
を
手

に
花
の
世
話
を
す
る
モ
ネ
の
姿
が
見
え
、
庭
づ
く
り
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

モ
ネ
自
身
も
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
庭
を
多
く
の
作
品
に
描
い
た
。
一
八
七
六

年
に
制
作
さ
れ
た
︽
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
︾︵
図
４
︶
に
は
画
面
手
前
に
円
形
に
整
え
ら

れ
た
花
壇
が
描
か
れ
、
奥
に
青
い
服
を
着
て
日
傘
を
さ
す
女
性
が
立
つ
。︽
庭
の
女

性
た
ち
︾
と
比
較
す
る
と
、
人
物
︵
女
性
︶
よ
り
も
、
庭
︵
花
︶
が
主
た
る
モ
チ
ー

フ
と
な
っ
て
い
る
。
筆
触
表
現
が
画
面
全
体
に
及
び
、
光
の
振
動
と
と
も
に
、
垂
直

に
伸
び
る
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
の
旺
盛
な
生
命
力
が
感
じ
ら
れ
る
。︽
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
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イ
ユ
の
画
家
の
庭
︾
で
は
、
画
面
手
前
、
庭
の
中
央
に
子
供
が
佇
み
、
右
の
戸
口
で

は
子
供
を
呼
ぶ
母
親
の
姿
が
見
え
る
︵
ジ
ャ
ン
と
カ
ミ
ー
ユ
が
モ
デ
ル
だ
ろ
う
︶。

女
性
と
花
に
代
わ
っ
て
、
家
族
と
庭
の
組
み
合
わ
せ
が
画
面
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

一
八
七
五
年
の
︽
庭
の
カ
ミ
ー
ユ･

モ
ネ
と
子
供
︾︵
図
５
︶
で
は
、
母
子
の
背
後

に
咲
き
競
う
花
々
は
満
開
で
、
赤
や
ピ
ン
ク
色
な
ど
の
眩
い
ほ
ど
の
色
彩
を
広
げ
て

い
る
。
母
親
︵
カ
ミ
ー
ユ
︶
は
女
性
の
伝
統
的
な
家
事
で
あ
る
縫
物
に
い
そ
し
み
、

そ
の
傍
ら
で
、
幼
児
が
小
さ
な
絵
本
に
見
入
る
。
も
っ
と
も
、
制
作
年
を
考
え
る

と
、
モ
ネ
の
長
男
ジ
ャ
ン
は
八
歳
に
な
る
は
ず
で
、
次
男
ミ
シ
ェ
ル
は
誕
生
し
て
い

な
い
︵
一
八
七
八
年
生
ま
れ
︶。
画
家
は
何
年
か
前
に
同
様
の
情
景
を
実
際
に
目
に

し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
典
型
的
な
母
子
の
姿
を
画
面
に
作
り
出
し
た
の
だ
っ
た
。

近
代
と
い
う
新
し
い
時
代
、
人
々
は
私
生
活
︵
家
庭
︶
の
中
に
幸
福
を
求
め
た
。
画

面
の
半
ば
を
占
め
る
庭
の
花
は
、
脇
役
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
幸
福
の
メ
タ

フ
ァ
ー
、
む
し
ろ
人
々
が
追
い
求
め
た
幸
福
を
目
に
見
え
る
も
の
と
し
て
実
感
さ
せ

る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
は
印
象
派
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
た
場
所
で
も
あ
っ
た

が
、
モ
ネ
は
一
八
七
八
年
八
月
に
こ
の
地
を
離
れ
、
ヴ
ェ
ト
ゥ
イ
ユ
に
転
居
す
る
。

支
援
者
だ
っ
た
オ
シ
ュ
デ
氏
が
破
産
、
ア
リ
ス
夫
人
︵
後
に
モ
ネ
と
結
婚
︶
と
子
供

た
ち
が
モ
ネ
の
家
族
と
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
年
の
一
八
七
九

年
、
カ
ミ
ー
ユ
が
死
去
す
る
。
そ
し
て
彼
は
一
八
八
〇
年
に
サ
ロ
ン
展
に
復
帰
、
一

方
で
同
年
に
開
催
さ
れ
た
第
五
回
印
象
派
展
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
モ
ネ
は
家
庭
生

活
と
画
家
と
し
て
の
方
向
、
両
面
で
転
機
を
迎
え
て
い
た
。

モ
ネ
は
一
八
八
〇
年
代
に
も
、
庭
づ
く
り
を
続
け
た
。
一
八
八
一
年
の
︽
ヴ
ェ

ト
ゥ
イ
ユ
の
モ
ネ
の
庭
︾︵
図
６
︶
で
は
、
縦
一
メ
ー
ト
ル
半
の
画
面
に
向
日
葵
が

茎
を
垂
直
に
伸
ば
し
、
大
き
な
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
画
面
手
前
、
道
の
両
側
に
置

か
れ
た
陶
製
の
鉢
は
︽
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
画
家
の
庭
︾
に
見
ら
れ
る
も
の
と

同
じ
で
あ
り
、
モ
ネ
は
こ
れ
ら
の
園
芸
用
品
も
一
緒
に
引
っ
越
し
た
こ
と
が
分
か
る

︵
た
だ
、
庭
に
佇
む
人
物
は
ア
リ
ス･

オ
シ
ュ
デ
と
そ
の
子
供
た
ち
に
代
わ
る
︶。
庭

づ
く
り
に
対
す
る
モ
ネ
の
情
熱
は
一
八
八
三
年
の
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
転
居
後
に
増
し
て

ゆ
く
。
一
八
八
〇
年
代
、
模
索
期
に
あ
っ
た
モ
ネ
は
新
し
い
視
覚
経
験
を
求
め
、
し

ば
し
ば
制
作
の
旅
に
出
か
け
た
が
、
旅
先
か
ら
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
手
紙
を
ジ

ヴ
ェ
ル
ニ
ー
に
送
っ
て
い
る
。

　

 

と
こ
ろ
で
庭
の
こ
と
だ
が
、
花
々
は
ま
だ
咲
い
て
い
ま
す
か
。
帰
っ
た
と
き
、

菊
が
咲
き
残
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
い
の
だ
が
。
も
し
霜
が
降
り
た
ら
、
菊
で

綺
麗
な
花
束
を
作
り
な
さ
い
。
私
の
思
い
は
い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
一

休
み
す
る
た
び
に
楽
し
ん
で
思
い
起
こ
し
、
ど
れ
が
歓
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
か
と
考
え
る
の
だ
。

 

︵
ア
リ
ス･

オ
シ
ュ
デ
宛　

エ
ト
ル
タ　

一
八
八
五
年
一
一
月
二
四
日
︶５

　

 

私
の
い
と
し
い
花
々
を
大
切
に
世
話
し
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
う
。
あ
な
た
は

立
派
な
庭
師
さ
ん
だ
。
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
を
急
い
で
引
き
抜
く
に
は
及
ば
な
い
。

そ
う
す
る
と
き
に
は
、
多
年
草
の
花
、
ア
ネ
モ
ネ
や
丸
花
壇
に
愛
ら
し
い
ク
レ

マ
テ
ィ
ス
を
植
え
る
と
い
い
。
と
に
か
く
、
い
い
具
合
に
。

 

︵
ア
リ
ス･

オ
シ
ュ
デ
宛　

ケ
ル
ヴ
ィ
ラ
ウ
ア
ン　

一
八
八
六
年
一
一
月
二
日
︶６

書
簡
に
は
、
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
を
離
れ
て
い
て
も
、
モ
ネ
が
常
に
庭
と
花
々
に
思
い

を
は
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
彼
が
伝
え
る
指
示
は
的
確
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
一
〇
年
以
上
に
及
ぶ
庭
仕
事
の
作
業
、
土
に
触
れ
、
花
を
育
ん
だ
経
験
の
蓄
積

が
生
き
て
い
る
。
二
通
の
手
紙
の
う
ち
後
者
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
ベ
リ
ー
ル
島

で
記
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
モ
ネ
は
同
地
か
ら
、
数
日
前
に
画
商
の
デ
ュ
ラ
ン

＝

リ
ュ

エ
ル
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。﹁
こ
の
不
吉
な
地
方
に
惹
か
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
私
が
親
し
ん
で
き
た
も
の
と
全
く
異
な
る
か
ら
で
す
。
こ
の

暗
く
恐
ろ
し
い
様
相
を
描
く
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
お
っ
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し
ゃ
る
よ
う
に
、
私
が
太
陽
の
画
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
ひ
と
つ
の
評
価
に
安
住
し

て
は
い
け
な
い
の
で
す
﹂︵
一
八
八
六
年
一
〇
月
二
七
日
付
︶７
。
モ
ネ
は
画
家
と
し

て
の
模
索
を
続
け
な
が
ら
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
庭
仕
事
に
励
み
、
花
々
に
対
す
る

愛
着
を
強
め
た
の
だ
っ
た
。

二
．《
積
み
わ
ら
》
連
作

モ
ネ
は
一
八
九
〇
年
の
夏
の
終
わ
り
か
ら
翌
年
の
早
春
に
か
け
て
計
二
五
点
の

︽
積
み
わ
ら
︾︵
図
７
︶
を
制
作
し
た
。
モ
ネ
の
後
半
期
の
絵
画
は
、
こ
の
︽
積
み
わ

ら
︾
連
作
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
は
多
く
の
モ
ネ
研
究
で

扱
わ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
考
察
を
試
み
た
。
こ
こ
で
は
連
作
の
主
題
に
つ
い
て
、
本

稿
の
視
点
か
ら
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
で
扱
わ
れ
た
モ
チ
ー
フ
は
正
確
に
は
﹁
刈
り
穂
積
み
﹂︵
脱
穀

前
の
麦
の
刈
り
穂
を
積
み
上
げ
た
も
の
︶
で
あ
り
、
農
耕
主
題
の
要
と
な
る
も
の
に

他
な
ら
な
い
。
モ
ネ
は
一
八
八
八
年
に
制
作
し
た
五
点
の
作
品
で
こ
の
モ
チ
ー
フ
を

取
り
上
げ
、
二
年
後
に
連
作
と
し
て
取
り
組
ん
だ
の
だ
っ
た
。
彼
は
最
初
期
に
農
耕

に
関
わ
る
作
品
を
数
点
描
い
た
が
、
そ
の
後
は
こ
う
し
た
主
題
を
扱
う
こ
と
は
全
く

な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
モ
ネ
が
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
︵
連
作
の
呼
び
方
は
通
例
に

従
う
︶
で
、
刈
り
穂
積
み
を
取
り
上
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
タ
ッ
カ
ー
が
当
時
の
政

治
的
文
脈
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
普
仏
戦
争
敗
北
後
の
フ
ラ
ン
ス

が
、
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
中
で
、
刈
り
穂
積
み
が
農
業
国
フ
ラ
ン

ス
の
鍵
と
な
る
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る８
。
こ
う
し
た
外
的
要
件

が
、
モ
ネ
の
考
え
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
あ
り
得
る
。
だ
が
、
モ
ネ

が
一
八
八
〇
年
代
の
模
索
を
経
て
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
に
着
手
し
た
こ
と
を
踏
ま
え

る
な
ら
、
農
耕
主
題
を
扱
う
こ
と
を
促
し
た
内
的
な
要
因
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
モ
ネ
が
一
八
七
〇
年
代
か
ら
情
熱
を
傾
け
て
き
た

庭
づ
く
り
の
経
験
を
挙
げ
る
こ
と
は
的
外
れ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
主
食
と
な
る
穀
物
を
育
て
る
農
耕
と
、
主
に
花
を
栽
培
す
る
園
芸
は

性
格
を
異
に
す
る
。
と
は
い
え
、
大
地
か
ら
植
物
の
生
命
が
生
ま
れ
育
つ
こ
と
は
両

者
に
共
通
す
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
大
地
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
生
命

の
い
ず
れ
の
表
現
も
、
大
地
の
豊
穣
の
結
果
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
形
態
が
こ
こ
か
ら

生
じ
、
生
き
、
そ
の
生
命
分
担
の
と
き
が
枯
渇
し
た
際
、
そ
こ
に
帰
っ
て
行
く
。
そ

れ
は
再
び
生
ま
れ
る
た
め
に
還
る
﹂９
。
一
方
、
花
の
栽
培
に
見
出
さ
れ
る
驚
き
に
つ

い
て
、
一
人
の
観
察
者
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。﹁
さ
て
八
日
目
か
、
も
っ
と

あ
と
に
な
っ
て
、
何
の
前
ぶ
れ
も
な
く
、
あ
る
神
秘
な
、
思
い
も
か
け
ぬ
瞬
間
に

︵
ま
だ
か
つ
て
観
た
者
も
な
く
、
現
場
を
つ
か
ま
え
た
者
も
い
な
い
か
ら
だ
︶、
突

然
、
音
も
な
く
土
が
わ
れ
て
、
最
初
の
芽
が
あ
ら
わ
れ
る
﹂11
。
モ
ネ
も
園
芸
作
業
の

中
で
、
何
度
も
腰
を
か
が
め
、
土
に
触
れ
た
。
花
々
は
発
芽
し
た
ば
か
り
の
姿
を
、

大
地
に
接
近
し
た
眼
差
し
に
し
か
見
せ
な
い
だ
ろ
う
。
モ
ネ
は
二
〇
年
近
く
庭
づ
く

り
を
続
け
る
中
で
、
大
地
の
豊
穣
と
植
物
の
生
命
に
対
し
て
、
し
だ
い
に
関
心
を
強

め
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
エ
リ
ア
ー
デ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
生
命

の
営
み
は
、
年
ご
と
の
再
生
と
し
て
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
は
、
一
八
九
一
年
五
月
四
日
か
ら
一
六
日
に
か
け
て
デ
ュ
ラ

ン

＝

リ
ュ
エ
ル
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
個
展
で
、
一
五
点
が
展
示
発
表
さ
れ
た
。
写
真

資
料
が
な
い
た
め
、
こ
の
折
の
展
示
構
成
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た

だ
、
個
展
を
訪
れ
た
ビ
ヴ
ァ
ン
ク
と
い
う
人
物
の
文
章
が
大
よ
そ
の
様
子
と
、
会
場

で
モ
ネ
が
語
っ
た
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。
彼
は
連
作
の
展
示
に
つ
い
て
、﹁
そ
こ
に

は
同
じ
刈
り
穂
積
み
を
、
一
日
の
異
な
る
時
間
に
、
一
年
の
異
な
る
季
節
に
描
い
た

も
の
が
一
五
点
あ
っ
た
﹂
と
記
し
、
そ
の
色
彩
︵
異
な
る
光
の
効
果
︶
を
﹁
夏
の
緋

色
の
輝
き
か
ら
、
灰
白
色
の
中
に
消
え
入
る
冬
の
夕
方
の
緋
色
ま
で
﹂
と
形
容
し
て
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い
る11
。
個
展
の
目
録
に
は
一
五
点
の
絵
の
題
名
が
順
番
に
記
さ
れ
て
お
り
、
初
め
の

二
点
は
晩
夏
の
光
を
描
い
た
も
の
、
そ
し
て
六
番
以
降
は
、
霜
や
雪
な
ど
冬
の
効
果

を
示
す
題
名
と
な
っ
て
い
る
。
展
示
構
成
が
目
録
の
番
号
順
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な

い
が
、
ビ
ヴ
ァ
ン
ク
の
文
章
が
示
す
よ
う
に
、
会
場
を
訪
れ
た
人
々
は
、
そ
こ
に
晩

夏
か
ら
冬
に
至
る
季
節
の
推
移
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
に
違
い
な
い
。
ビ
ヴ
ァ
ン
ク

に
よ
れ
ば
、
モ
ネ
は
連
作
に
つ
い
て
、﹁
連
作
全
体
の
継
起
と
比
較
に
よ
っ
て
、
初

め
て
十
全
な
価
値
を
得
る
﹂12

と
説
明
し
て
い
る
。﹁
連
作
全
体
の
継
起
﹂
を
貫
く
も

の
が
、
晩
夏
か
ら
冬
へ
至
る
時
間
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ビ

ヴ
ァ
ン
ク
は
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
に
つ
い
て
、
日
没
を
示
す
緋
色
に
注
目
し
て
い

た
。
同
定
さ
れ
る
出
品
作
を
検
討
す
る
と
、
夕
方
の
光
を
描
い
た
作
品
が
半
ば
以
上

を
占
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
特
徴
は
第
一
に
は
、
刈
り
穂
積
み
を
包
む
逆

光
が
、
強
い
光
の
効
果
を
生
み
出
す
た
め
だ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
連
作
全
体
の

展
示
が
冬
へ
と
収
斂
す
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
、
日
没
が
暗
示
す
る
一
日

の
終
わ
り
は
、
冬
が
示
す
季
節
の
終
焉
に
呼
応
す
る
。
た
だ
し
、
エ
リ
ア
ー
デ
が

﹁
再
び
生
ま
れ
る
た
め
に
還
る
﹂
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
冬
と
い
う
季
節
の
終
焉
は

﹁
再
生
﹂
に
連
な
る
。
連
作
を
貫
く
も
の
は
、
こ
う
し
た
循
環
す
る
時
間
だ
っ
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
ネ
は
花
の
世
話
を
毎
年
繰
り
返
す
こ
と
を
通
し
て
、

季
節
の
推
移
と
再
生
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
一
八
九
一
年
の
個
展
に
は
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
の
一
五
点
以
外
に
、

七
点
の
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
絵
の
出
展
に
つ
い
て
は
画
廊
側
の
意

向
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
連
作
と
の
関
連
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
う
ち
、
出
品
目
録
の
一
六
番
か
ら
一
九
番
に
記
載
さ
れ
た
四

点
に
は
、
ヒ
ナ
ゲ
シ
の
野
や
干
し
草
積
み
が
点
在
す
る
風
景
な
ど
、
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー

の
野
が
描
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
初
夏
の
情
景
で
、
刈
り
穂
積
み
が
作
ら
れ
る
小

麦
の
収
穫
に
先
行
す
る
︵
制
作
時
期
も
一
八
九
〇
年
夏
︶。
し
た
が
っ
て
、
四
点
の

絵
は
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
が
示
す
晩
夏
か
ら
冬
に
至
る
季
節
へ
の
導
入
を
提
示
し
、

ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
地
の
広
が
り
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

他
の
三
点
は
、
一
八
八
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
中
部
の
ク
ル
ー
ズ
渓
谷
で
制
作
さ
れ
た

︽
岩
山
︾︵
図
８
︶
と
、
一
八
八
六
年
に
描
か
れ
た
︽
戸
外
の
人
物
試
作
︾
二
点
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
︽
岩
山
︾
で
は
、
大
小
の
石
が
露
わ
な
赤
茶
け
た
斜
面
が
画
面
を
覆

い
、
左
奥
に
わ
ず
か
に
灌
木
が
か
い
ま
見
え
る
。
こ
こ
に
広
が
る
の
は
、
農
耕
と
い

う
人
の
手
の
入
ら
な
い
荒
々
し
い
大
地
で
あ
り
、︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
に
描
か
れ
た

豊
穣
と
対
比
を
示
す
と
い
え
る
。
一
方
、︽
戸
外
の
人
物
試
作
︾
二
点
で
は
、
日
傘

を
さ
す
女
性
が
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
草
地
に
立
つ
。
モ
ネ
は
一
八
七
〇
年
代
に
カ
ミ
ー

ユ
を
モ
デ
ル
に
戸
外
人
物
を
描
い
た
が
、
彼
女
の
死
後
、
こ
の
主
題
は
途
絶
え
て
い

た
。
一
八
八
〇
年
代
後
半
、
成
長
し
た
ア
リ
ス
夫
人
の
娘
を
モ
デ
ル
に
再
び
試
み
る

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
彼
は
当
時
の
書
簡
に
、﹁
新
し
い
試
み
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
が
理
解
す
る
よ
う
に
戸
外
の
人
物
を
描
く
こ
と
、
つ
ま
り
、

人
物
を
風
景
の
よ
う
に
描
く
こ
と
で
す
﹂13

と
述
べ
て
い
る
。
二
点
の
絵
は
、
人
物
が

左
向
き
と
右
向
き
の
対
作
品
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。﹁
左
向
き
﹂
に
比
べ
、﹁
右
向

き
﹂
で
は
陽
が
傾
き
、
日
没
に
近
づ
き
始
め
て
い
る
の
が
分
か
る
。
異
な
る
光
の
効

果
は
、
女
性
の
白
い
衣
装
を
ピ
ン
ク
や
赤
褐
色
に
染
め
、
モ
ネ
の
い
う
﹁
人
物
を
風

景
の
よ
う
に
描
く
こ
と
﹂
に
成
功
し
て
い
る
。
作
品
は
や
や
見
上
げ
る
角
度
で
描
か

れ
て
お
り
、
草
の
生
え
た
大
地
は
、
雲
の
流
れ
る
空
に
接
す
る
。
モ
ネ
の
﹁
新
し
い

試
み
﹂
を
示
す
対
作
品
は
発
表
さ
れ
な
い
ま
ま
、
一
八
九
一
年
の
個
展
で
初
め
て
展

示
さ
れ
た
。
個
展
会
場
で
、
モ
ネ
は
ビ
ヴ
ァ
ン
ク
に
、﹁
風
景
は
、
絶
え
ず
変
貌
す

る
周
囲
の
も
の
や
大
気
、
光
に
よ
っ
て
息
づ
く
の
で
す
﹂14

と
語
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
対
作
品
を
含
む
七
点
の
作
品
は
本
来
、︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
と
は
別
に
制

作
さ
れ
た
。
だ
が
、
連
作
と
と
も
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
変
化
す

る
光
は
、
一
五
点
の
︽
積
み
わ
ら
︾
が
示
す
循
環
す
る
時
間
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
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と
に
な
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
光
こ
そ
が
、
大
地
に
生
命
を
生
み
育
む
こ
と
に
思

い
至
る
の
で
あ
る15
。

三
．
モ
ネ
書
簡
（
一
八
九
〇
年
）
に
記
さ
れ
た
二
人
の
文
学
者

モ
ネ
は
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
を
制
作
中
の
一
八
九
〇
年
一
〇
月
七
日
、
友
人
の

ジ
ェ
フ
ロ
ワ
宛
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

　

 

制
作
に
励
ん
で
い
ま
す
。﹇
積
み
わ
ら
の
﹈
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
の
連
作
に
夢
中

な
の
で
す
が
、
こ
の
ご
ろ
は
陽
が
早
く
沈
む
の
で
、
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
し
か
し
描
き
進
め
る
に
し
た
が
っ
て
、
私
が
求
め
て
い
る
も
の

︱

︿
瞬
間
性
﹀、
特
に
包
む
も
の
、
い
た
る
所
に
輝
く
均
一
な
光

︱
を
表
現
す
る

た
め
に
は
、
も
っ
と
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。

　
　
﹇
…
…
﹈

　

 

ミ
ル
ボ
ー
は
︿
大
庭
師
﹀
に
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
そ
の
こ
と
と
、
ベ
ル
ギ
ー

人
の
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
、
な
か
な
か
良

さ
そ
う
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
読
む
つ
も
り
で
す
。
あ
な
た
に
友
情
を
こ
め
て16
。

こ
の
書
簡
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
モ
ネ
研
究
の
中
で
、
制
作
に
直
接
に
関
わ

る
前
半
部
分
が
考
察
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
最
後
の
段
落
に
挙
げ
ら
れ
た
二
人

の
文
学
者
と
モ
ネ
の
関
連
を
考
え
た
い
。

ま
ず
、
ミ
ル
ボ
ー
︵O

ctave M
irbeau 1141-1111

︶
だ
が
、
彼
と
モ
ネ
は
一
八

八
四
年
一
一
月
に
デ
ュ
ラ
ン

＝

リ
ュ
エ
ル
の
仲
介
で
知
り
合
っ
た
。
同
年
末
に
は
モ

ネ
が
作
品
を
贈
り
、
文
通
も
開
始
さ
れ
て
い
る
。
批
評
家
で
も
あ
っ
た
ミ
ル
ボ
ー
は

こ
の
折
に
発
表
し
た
モ
ネ
論
︵﹃
フ
ラ
ン
ス
﹄︶
に
続
い
て
、
一
八
八
五
年
か
ら
一
八

八
九
年
春
に
か
け
て
、
四
件
の
展
覧
会
評
で
モ
ネ
を
扱
う
。
そ
し
て
一
八
八
九
年
六

月
に
ジ
ョ
ル
ジ
ュ･

プ
テ
ィ
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
モ
ネ
と
ロ
ダ
ン
の
二
人
展
︵
一
〇

〇
点
を
超
え
る
モ
ネ
作
品
が
出
展
さ
れ
る
︶
で
は
、
展
覧
会
目
録
に
掲
載
す
る
モ
ネ

論
を
ミ
ル
ボ
ー
が
担
当
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
批
評
文
で
ミ
ル
ボ
ー
が
用
い
た
﹁
瞬

間
性lʼinstantanéité

﹂
の
語
が
、
翌
年
の
モ
ネ
書
簡
前
半
部
の
文
章
に
結
び
付
い
た

こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る11
。
ミ
ル
ボ
ー
は
、︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
を
展

示
し
た
一
八
九
一
年
五
月
の
個
展
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
同
年
三
月
、
デ
ュ

ラ
ン

＝

リ
ュ
エ
ル
画
廊
が
刊
行
す
る
﹃
二
つ
の
世
界
の
芸
術
﹄
に
モ
ネ
論
を
執
筆
、

そ
こ
に
は
未
発
表
の
︽
積
み
わ
ら
︾
と
︽
戸
外
の
人
物
試
作
︵
左
向
き
︶︾
の
素
描

が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
表
紙
に
は
、ベ
リ
ー
ル
島
の
素
描
が
掲
載
さ
れ
た
︵︽
戸

外
の
人
物
試
作
︾
と
同
じ
一
八
八
六
年
の
制
作
だ
が
、
モ
ネ
が
書
簡
に
﹁
こ
の
暗
く

恐
ろ
し
い
様
相
﹂
と
記
し
た
海
景
︶。
こ
れ
ら
の
素
描
は
雑
誌
に
載
せ
る
た
め
に
、

モ
ネ
が
油
彩
作
品
に
基
づ
い
て
新
た
に
制
作
し
た
も
の
︵
図
９
・
11
・
11
︶
だ
っ

た11
。
ミ
ル
ボ
ー
の
批
評
文
は
、
読
者
の
関
心
を
二
か
月
後
の
個
展
に
向
け
る
役
割
を

果
た
し
た
の
で
あ
る
。︽
戸
外
の
人
物
試
作
︵
左
向
き
︶︾
の
素
描
に
つ
い
て
は
、
同

年
二
月
一
〇
日
付
の
モ
ネ
宛
書
簡
に
、﹁
あ
な
た
が
と
て
も
美
し
い
素
描
を
送
付
し

た
と
、
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
が
言
っ
て
い
た
﹂11

と
記
さ
れ
て
い
る
。
個
展
目
録
の
モ
ネ
論
を

担
当
し
た
の
は
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
︵
一
八
九
〇
年
の
モ
ネ
書
簡
の
宛
先
︶
に
他
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
個
展
の
開
催
に
向
け
て
、
モ
ネ
、
ミ
ル
ボ
ー
、

ジ
ェ
フ
ロ
ワ
の
三
者
の
間
で
緊
密
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

﹃
二
つ
の
世
界
の
芸
術
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
モ
ネ
論
は
、﹁
い
つ
も
花
々
が
眩
い
庭
の

奥
、
バ
ラ
色
の
壁
に
囲
ま
れ
た
家
が
あ
る
﹂
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ミ

ル
ボ
ー
は
、
春
か
ら
秋
に
至
る
庭
の
様
子
を
季
節
ご
と
に
語
り
、﹁
ま
さ
に
こ
こ
、

絶
え
間
な
い
視
覚
の
祝
祭
の
う
ち
に
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
は
暮
し
て
い
る
﹂
と
記
す21
。

彼
は
そ
の
上
で
、
モ
ネ
の
絵
画
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
冬
の
刈
り
穂
積

み
を
描
い
た
驚
く
べ
き
連
作
が
示
す
よ
う
に
、
彼
は
た
だ
ひ
と
つ
の
主
題
で
、
き
わ

め
て
多
様
で
変
化
に
富
む
感
情
を
描
き
出
す
。
そ
こ
に
は
、
明
け
方
か
ら
夜
に
至
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る
、
大
地
の
ド
ラ
マ
が
展
開
す
る
﹂21
。

ミ
ル
ボ
ー
の
小
説
は
倒
錯
的
な
官
能
性
に
満
ち
て
お
り
、
彼
と
モ
ネ
が
親
し
い
間

柄
だ
っ
た
こ
と
は
意
外
か
も
し
れ
な
い
。
二
人
を
親
密
に
さ
せ
た
要
因
は
、
両
者
に

共
通
す
る
庭
づ
く
り
と
花
に
対
す
る
強
い
関
心
だ
っ
た
ろ
う
。
モ
ネ
宛
の
ミ
ル
ボ
ー

の
書
簡
に
は
花
に
つ
い
て
の
記
述
が
繰
り
返
さ
れ
、﹁
モ
ネ
よ
、
素
晴
ら
し
い
自
然

を
、
花
々
を
愛
し
ま
し
ょ
う
﹂22

と
呼
び
か
け
て
い
た
。
そ
し
て
一
八
九
〇
年
一
〇
月

の
モ
ネ
書
簡
の
直
前
、
同
年
九
月
の
手
紙
に
、
ミ
ル
ボ
ー
は
﹁
あ
な
た
の
ダ
リ
ア
が

何
と
い
う
名
前
か
、
教
え
る
の
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
﹂23

と
記
し
て
い
る
。
モ
ネ

は
こ
れ
を
受
け
て
、
一
〇
月
七
日
付
の
書
簡
で
、﹁
ミ
ル
ボ
ー
は
︿
大
庭
師
﹀

﹇︽m
aître jardinier

︾﹈
に
な
っ
て
い
ま
す
﹂
と
、
彼
の
執
着
ぶ
り
を
面
白
く
伝
え
た

の
だ
っ
た
。
モ
ネ
と
競
い
合
う
ほ
ど
の
ミ
ル
ボ
ー
の
花
々
に
対
す
る
情
熱
は
、
彼
の

作
品
に
も
現
れ
る
。
一
八
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
代
表
作
﹃
責
苦
の
庭
﹄
に
は
、
次

の
よ
う
な
文
章
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

 ﹁
す
ば
ら
し
い
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
、
男
は
そ
の
花
を
見
つ
め
な
が
ら
繰
り
返
し

た
。﹁
こ
ん
な
に
小
さ
く
て
、
脆
い
も
の
な
の
に
…
…
こ
の
中
に
自
然
の
す
べ

て
が
あ
る
…
…
自
然
の
美
の
す
べ
て
と
力
の
す
べ
て
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
こ
に

は
世
界
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ひ
弱
で
無
情
な
生
き
も
の
な
の
に
、
そ
の

欲
望
を
と
こ
と
ん
追
求
し
て
ゆ
く
！　

あ
あ
！　

花
は
感
情
な
ん
か
云
々
し
な

い
で
、
セ
ッ
ク
ス
を
す
る
ん
だ
。
奥
さ
ん
…
…
セ
ッ
ク
ス
だ
け
な
ん
だ
﹂24
。

一
房
の
花
の
中
に
自
然
の
す
べ
て
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
芸
術
作
品
へ
の
現
れ
方

は
異
な
る
も
の
の
、
モ
ネ
も
共
有
す
る
思
い
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
︵M

aurice M
aeterlinck 1162-1141

︶
は
モ
ネ
の
書
簡
で
名

前
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
モ
ネ
と
直
接
の
交
流
は
な
か
っ
た
。
モ
ネ
書
簡
で
は
ミ

ル
ボ
ー
の
近
況
が
、﹁
彼
は
そ
の
こ
と
と
、
ベ
ル
ギ
ー
人
の
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
の
こ

と
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ル
ボ
ー
は
一
八
九
〇
年
九
月
の

モ
ネ
宛
書
簡
で
、
ダ
リ
ア
に
言
及
し
た
の
に
続
い
て
、﹁
あ
な
た
が
来
た
折
に
、

メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
の
本
を
貸
し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
驚
嘆
す
べ
き
才
能
で
す
﹂
と
書

き
送
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
の
本
は
、

一
八
九
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
マ
レ
ー
ヌ
姫
﹄
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

ミ
ル
ボ
ー
が
こ
の
戯
曲
に
つ
い
て
、
同
年
八
月
に
﹁
美
し
さ
に
お
い
て
シ
ェ
ー
ク
ス

ピ
ア
に
お
け
る
も
っ
と
も
美
し
い
も
の
に
も
比
肩
し
う
る
﹂︵﹃
フ
ィ
ガ
ロ
﹄︶
と
称

賛
し
た
こ
と
に
よ
り
、
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
は
世
に
知
ら
れ
、
後
の
成
功
に
繋
が
っ
た

か
ら
で
あ
る25
。
こ
の
よ
う
に
一
八
九
〇
年
は
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
に
と
っ
て
重
要
な
年

だ
っ
た
が
、
同
年
に
は
彼
の
第
一
詩
集
﹃
温
室
﹄
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
詩
集
の
題

名
が
示
す
よ
う
に
、
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
も
花
々
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た26
。
彼
が

植
物
の
営
み
に
向
け
た
観
察
は
、
一
九
〇
七
年
の
﹃
花
の
知
恵
﹄
と
し
て
実
を
結
ぶ

こ
と
に
な
る
。
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
ほ
ん
の
少
し
の

間
で
も
植
物
の
慎
ま
し
い
仕
事
ぶ
り
に
向
き
あ
っ
て
み
よ
う
と
す
れ
ば
、
種
子
や
花

ば
か
り
で
な
く
植
物
全
体
に
、
茎
や
根
や
葉
に
も
、
慎
重
に
し
て
活
発
な
知
性
の
形

跡
を
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
﹂21
。

二
人
の
文
学
者
が
花
々
に
傾
け
た
情
熱
は
、
両
者
の
芸
術
観
に
も
現
れ
て
い
る
。

メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
は
、﹁
象
徴
に
関
し
て
、
詩
人
は
受
け
身
で
あ
る
べ
き
だ
﹂21

と

語
っ
た
。
一
方
、
ミ
ル
ボ
ー
は
、﹁
も
っ
と
も
賞
賛
さ
れ
る
芸
術
家
と
は
、
自
然
が

隠
し
て
い
る
秘
密
に
も
っ
と
も
近
づ
い
た
人
で
あ
り
、
ま
た
も
っ
と
も
謙
虚
な
人
で

あ
る
﹂21

と
述
べ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
印
象
派
の
時
代
、
象
徴
主
義
の
芸
術
家
た
ち
の
多

く
は
、
自
然
に
対
し
て
﹁
謙
虚
﹂
で
あ
る
こ
と
や
﹁
受
け
身
﹂
で
あ
る
こ
と
は
、
自

然
に
対
す
る
従
属
と
し
て
斥
け
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
、

﹁
自
然
が
隠
し
て
い
る
秘
密
﹂
に
近
づ
く
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
モ
ネ
は
芸

術
論
を
展
開
す
る
よ
う
な
画
家
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
の
考
え
も
二
人
に
通
じ
る
も

の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
モ
ネ
は
晩
年
に
、﹁
私
が
し
て
き
た
こ
と
は
た
だ
私
の
前



－　－1

に
示
さ
れ
る
万
象
を
認
め
る
こ
と
、
絵
筆
を
通
し
て
万
象
に
立
ち
会
う
こ
と
だ
け
で

す
﹂31

と
語
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
に
通
底
す
る
考
え
方
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
ひ
と
つ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
庭
づ
く
り
に
費
や
し
た
日
々
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
園

芸
家
は
花
を
見
つ
め
、
待
つ
こ
と
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

四
．
庭
づ
く
り
と
《
睡
蓮
》
連
作

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
モ
ネ
は
一
八
八
三
年
に
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
に
転
居
す
る
と
、

庭
づ
く
り
に
対
す
る
情
熱
を
高
め
て
ゆ
く
。
一
八
九
〇
年
に
そ
れ
ま
で
借
り
て
い
た

家
と
敷
地
を
買
い
取
る
と
、
大
が
か
り
な
造
園
を
開
始
し
た
。
ま
ず
昔
は
果
樹
園

だ
っ
た
場
所
を
広
大
な
花
の
庭
に
作
り
変
え
る
。
さ
ら
に
一
八
九
三
年
に
隣
の
敷
地

を
購
入
、
こ
こ
に
睡
蓮
の
池
を
中
心
と
し
た
水
の
庭
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
後
者
に

つ
い
て
は
、
近
隣
農
民
が
水
質
の
汚
濁
を
心
配
し
て
反
対
し
た
が
、
モ
ネ
は
ウ
ー
ル

県
知
事
に
絵
の
題
材
に
す
る
こ
と
な
ど
を
申
請
し
、
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

モ
ネ
は
一
八
九
〇
年
代
前
半
に
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
を
初
め
と
す
る
主
要
な
連
を
制

作
し
た
が
、
彼
は
並
行
し
て
こ
う
し
た
庭
づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
っ
た
。
花
々

に
対
す
る
関
心
を
共
有
し
て
い
た
ミ
ル
ボ
ー
は
、
こ
の
経
緯
に
力
を
貸
し
て
い
る
。

モ
ネ
が
信
頼
で
き
る
庭
師
を
探
し
て
い
た
折
、
彼
が
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス･

ブ
ル
イ
ユ
を

紹
介
し
た
の
で
あ
る
︵
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
の
父
が
ミ
ル
ボ
ー
の
父
の
家
で
庭
師
を
務
め

る
︶。
ま
た
、
睡
蓮
の
池
の
造
成
に
関
す
る
申
請
に
際
し
て
も
、
彼
が
モ
ネ
と
役
所

を
仲
介
し
た
の
だ
っ
た
。

睡
蓮
の
花
は
朝
に
開
き
、
夕
方
に
は
閉
じ
る
。
ま
た
花
弁
の
形
状
が
光
に
、
す
な

わ
ち
太
陽
の
放
射
線
状
の
光
線
に
似
て
い
る
た
め
に
、
古
く
は
太
陽
と
重
ね
合
わ
さ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。﹃
世
界
シ
ン
ボ
ル
辞
典
﹄
に
よ
る
と
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
で

は
、﹁
ス
イ
レ
ン
の
花
は
日
の
出
と
と
も
に
開
き
、
日
没
と
も
に
閉
じ
る
こ
と
か

ら
、
太
陽
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
り
、
泥
土
か
ら
光
が
生
ま
れ
た
原
初
の
神
話
的
瞬

間
を
象
徴
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
り
し
た
﹂31
。
さ
ら
に
、﹁
土
地
と
生
き
も
の
に

生
命
を
与
え
る
ナ
イ
ル
河
に
生
長
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
産
力
ま
た
は
多
産
に
結
ば

れ
、
太
陽
神
に
関
係
し
た
花
な
の
で
復
活
に
結
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
﹂
と
い
う
記

述
も
見
ら
れ
る32
。
モ
ネ
が
愛
好
し
た
睡
蓮
が
、
こ
の
よ
う
に
光
や
太
陽
と
結
び
つ

き
、
再
生
に
関
わ
る
伝
承
を
も
つ
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
睡
蓮
の
栽
培
が
進
ん
だ
の
は
一
九
世
紀
後
半
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
特
に
ラ

ト
ゥ
ー
ル

＝

マ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
が
、
彼
が
さ
ま
ざ
ま
な
交

配
を
通
し
て
耐
寒
性
睡
蓮
の
育
種
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
一
八
六
〇
年
頃
だ
っ

た33
。
一
九
世
紀
に
盛
ん
に
な
っ
た
庭
づ
く
り
の
背
景
に
園
芸
品
種
の
開
発
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に
触
れ
た
。
晩
年
の
モ
ネ
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た

睡
蓮
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
成
果
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、

ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
が
パ
リ
よ
り
北
に
位
置
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
睡
蓮
の
栽
培
は
容

易
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
モ
ネ
や
庭
師
た
ち
は
天
候
の
変
化
に
つ
ね
に
気
を
遣
い

な
が
ら
、
睡
蓮
の
生
育
を
慎
重
に
見
守
っ
た
の
で
あ
る
。

ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
庭
で
は
、
睡
蓮
の
池
に
日
本
風
の
太
鼓
橋
が
架
け
ら
れ
た
。
花

の
庭
の
中
央
に
は
自
宅
正
面
玄
関
か
ら
門
ま
で
続
く
道
が
あ
り
、
太
鼓
橋
は
こ
の
道

の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
。
二
つ
の
庭
︵
花
の
庭
と
水
の
庭
︶
の
配
置
に
お
い
て
、

こ
の
橋
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
歌
川
広
重
の
︽
名
所
江
戸
百
景　

亀

戸
天
神
境
内
︾
は
モ
ネ
の
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
広
重
の

︽
名
所
江
戸
百
景
︾
が
広
く
関
心
を
集
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
が
同
作
品

を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
モ
ネ
は
庭
づ
く
り
に
際
し
て
、
浮
世
絵
や

日
本
の
造
園
か
ら
示
唆
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
モ
ネ
は
一
八
九
九
年
か
ら
一
九

〇
〇
年
に
か
け
て
、︽
睡
蓮
︾
の
第
一
連
作
を
制
作
す
る
︵
図
12
︶。
第
一
連
作
の
要

と
な
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
太
鼓
橋
に
他
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
絵
も
睡
蓮
の
咲
く
池
が
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周
囲
の
し
だ
れ
柳
な
ど
と
と
も
に
描
か
れ
、
画
面
中
景
に
太
鼓
橋
を
お
く
同
じ
構
図

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
モ
ネ
は
一
九
〇
〇
年
の
﹁
近
作
展
﹂
で
こ
の
う
ち
の
一

三
点
を
発
表
す
る
と
、
睡
蓮
の
池
を
拡
張
す
る
。
こ
の
工
事
に
伴
い
、
池
の
周
囲
は

約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
規
模
に
な
る
。
池
を
広
げ
た
後
に
モ
ネ
が
取
り
組
ん
だ

︽
睡
蓮
︾
の
第
二
連
作
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
で
、
睡
蓮
の
咲
く
水
面
が
画
面
を

覆
っ
て
お
り
、
第
一
連
作
の
要
で
あ
っ
た
太
鼓
橋
は
画
面
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
。

︽
睡
蓮
︾
第
二
連
作
は
一
九
〇
八
年
ま
で
の
間
に
約
八
〇
点
の
作
品
が
制
作
さ
れ
、

一
九
〇
九
年
五
月
の
個
展
で
四
八
点
が
展
示
さ
れ
た
。
こ
の
個
展
は
、﹁︽
睡
蓮
︾、

水
の
風
景
連
作
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
展
覧
会
名
が
示
す
よ
う
に
、
水
が
形
を

も
た
な
い
ゆ
え
に
、
今
回
の
展
示
で
は
連
作
全
体
で
ひ
と
続
き
の
水
の
風
景
が
作
り

出
さ
れ
て
い
た
。
第
二
連
作
の
展
示
を
通
し
て
、
睡
蓮
の
主
題
に
よ
る
装
飾
が
具
体

的
に
構
想
さ
れ
、
モ
ネ
は
一
九
一
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
そ
の
た
め
の
大
画
面
作
品
の

制
作
に
専
念
す
る
。
七
〇
歳
代
後
半
を
迎
え
て
い
た
モ
ネ
に
と
っ
て
、
制
作
は
困
難

を
伴
っ
た
が
、
構
想
は
オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
の
﹁︽
睡
蓮
︾
の
部
屋
﹂
と
し
て

結
実
す
る
。
そ
こ
で
は
モ
ネ
の
考
え
に
基
づ
き
、
二
つ
の
楕
円
形
の
部
屋
が
、
計
八

点
の
横
長
の
大
作
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る34
。
こ
の
部
屋
を
訪
れ
る
者
は
曲
面
の

壁
に
包
ま
れ
て
、
睡
蓮
の
咲
く
水
面
の
広
が
り
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
は

こ
う
し
て
、
建
築
空
間
と
一
体
に
な
っ
た
循
環
す
る
時
間
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

睡
蓮
の
池
に
架
か
る
太
鼓
橋
に
藤
棚
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
藤
棚
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
一
九
〇
一
年
に
行
わ
れ
た
池
の
拡
張

工
事
の
後
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、︽
睡
蓮
︾
第
一
連
作
は
太
鼓
橋
を
主
要
な
モ

チ
ー
フ
と
し
な
が
ら
も
、
橋
に
藤
棚
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ミ
シ
ェ
エ
ル･

オ
ー

グ
は
藤
棚
が
設
置
さ
れ
た
時
期
を
﹁
一
九
〇
四
年
﹂
と
記
し
て
い
る
が35
、
棚
の
設
置

と
藤
の
育
成
な
ど
の
詳
細
な
年
代
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。﹃
芸
術
と
芸
術
家
﹄
一
九

〇
五
年
一
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
庭
の
写
真
︵
カ
タ
ロ
グ･

レ
ゾ
ネ
に
収
録
、
図

13
︶
で
は
、
太
鼓
橋
の
上
に
ア
ー
チ
状
の
枠
が
見
ら
れ
る
が
、
藤
の
枝
な
ど
は
確
認

で
き
な
い36
。
モ
ネ
は
こ
の
頃
、
一
九
〇
四
︱
〇
五
年
に
太
鼓
橋
を
遠
望
す
る
構
図
で

睡
蓮
の
池
を
三
点
描
い
て
お
り
︵W

1661-1611

︶、
こ
の
う
ち
の
一
点
︵
図
14
︶
は

一
九
〇
九
年
の
個
展
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
も
、
藤
の
花
を
は
っ

き
り
と
は
確
認
し
が
た
い
。
こ
の
後
、
一
九
一
三
年
に
ア
メ
リ
カ
人
歌
手
マ
ル
グ

リ
ッ
ト･

ナ
マ
ラ
の
訪
問
を
受
け
た
際
に
、
彼
女
と
と
も
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
の
背

後
に
は
、
生
育
し
た
藤
棚
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︵
撮
影
年
が
特
定
で
き
な
い
写
真

も
多
い
が
、
こ
の
場
合
は
確
定
で
き
る
︶31
。
藤
の
主
な
原
産
地
は
東
ア
ジ
ア
で
あ
り

︵
中
国
原
産
種
は
﹁
シ
ナ
フ
ジ
﹂、
日
本
原
産
種
は
﹁
ノ
ダ
フ
ジ
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
︶、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
見
ら
れ
な
い
植
物
と
し
て
、
目
を
惹
く
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
二

つ
の
原
産
地
の
う
ち
、
中
国
で
は
藤
は
栽
培
さ
れ
た
も
の
の
、
芸
術
と
の
関
わ
り
は

少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
、
日
本
で
は
藤
は
詩
歌
な
ど
の
文
学
に
、
そ
し
て
絵

画
や
工
芸
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。
先
に
挙
げ
た
広
重
作

︽
名
所
江
戸
百
景　

亀
戸
天
神
境
内
︾
に
も
、
画
面
手
前
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
捉

え
ら
れ
た
藤
の
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
一
〇
年
以
降
に
撮
影
さ
れ
た
庭
の

写
真
を
検
討
す
る
と
、
藤
棚
に
は
主
に
中
国
原
産
種
が
使
わ
れ
、
日
本
の
藤
は
部
分

的
に
植
え
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
日
本
原
産
種
は
中
国
種
に
比
べ
て
、
乾
燥
や
低

温
に
弱
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
栽
培
上
の
制
約
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、
モ
ネ
に

と
っ
て
、
藤
は
日
本
に
結
び
つ
く
花
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

モ
ネ
は
造
園
上
の
工
夫
を
し
て
藤
棚
を
設
置
し
た
の
だ
が
、︽
睡
蓮
︾
第
二
連
作

で
は
、
藤
棚
を
伴
っ
た
太
鼓
橋
を
ほ
と
ん
ど
描
か
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
、
モ
ネ
は

な
ぜ
、
苦
労
し
て
設
け
た
藤
棚
を
積
極
的
に
描
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由

は
、
水
面
の
広
が
り
と
い
う
新
た
な
主
題
と
向
か
い
合
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
と
は
い
え
、
太
鼓
橋
と
藤
が
日
本
に
直
結
し
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
、︽
睡
蓮
︾
連
作
を
異
国
趣
味
と
安
易
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
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る
た
め
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
モ
ネ
は
藤
に
愛
着
を
抱
い
て
い
た

よ
う
だ
。
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
藤
を
取
り
上
げ
た
作
品
が
、
二

グ
ル
ー
プ
確
認
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
藤
の
花
を
太
鼓
橋
か
ら
切
り
離
し
て
、
垂
れ

下
が
る
花
を
水
平
に
展
開
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
︵
図
15　

W
1113-1111

︶。
こ
の
中

に
は
、︽
睡
蓮
︾
の
装
飾
画
を
展
示
す
る
建
物
︵
オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
を
改
装

す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
る
前
に
オ
テ
ル･

ビ
ロ
ン
に
計
画
さ
れ
る
︶
の
た
め
に
制
作

さ
れ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る31
。
も
う
ひ
と
つ
の
作
品
群
は
、
藤
棚
を

伴
っ
た
太
鼓
橋
を
描
い
た
も
の
だ
が
︵
図
16　

W
1111-1133

︶、
視
力
の
衰
え
の
影

響
も
あ
っ
て
、
画
面
は
色
彩
の
渦
に
変
じ
て
い
る
︵
見
る
者
が
異
国
趣
味
を
想
起
す

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
︶。
モ
ネ
は
同
時
期
に
、
花
の
庭
を
貫
く
道
に
架
か
る
薔
薇

の
ア
ー
チ
︵
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
道
の
延
長
線
上
に
太
鼓
橋
が
位
置
す
る
︶

も
描
い
て
い
る
。
い
ず
れ
の
作
品
も
、
花
々
の
生
命
力
と
、
そ
れ
を
描
き
出
す
画
家

の
身
体
的
な
動
き
が
呼
応
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
モ
ネ
は
一
九
二
〇
年
の
書
簡

に
こ
う
記
し
て
い
る
。﹁
制
作
は
し
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
進
み
ま
せ
ん
。
視
力

が
日
々
失
わ
れ
て
ゆ
く
の
と
、
庭
仕
事
に
熱
中
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
私
の

歓
び
で
す
﹂31
。
最
晩
年
の
モ
ネ
は
困
難
な
状
況
の
中
で
制
作
を
続
け
た
が
、
そ
の
よ

う
な
画
家
に
と
っ
て
、
庭
に
出
て
花
々
に
接
す
る
こ
と
は
何
よ
り
の
慰
め
だ
っ
た
の

で
あ
る41
。

結
び
に
か
え
て

メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
は
植
物
の
運
命
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

 

一
切
が
受
容
、
沈
黙
、
服
従
、
瞑
想
の
印
象
を
与
え
、
ひ
じ
ょ
う
に
平
穏
な
諦

観
の
境
地
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
植
物
界
で
あ
る
が
、
実
は
、
そ
こ
に
は
運
命

に
対
す
る
も
っ
と
も
激
し
い
、
も
っ
と
も
執
拗
な
抵
抗
が
な
さ
れ
て
い
る
。
植

物
の
主
要
器
官
、
栄
養
を
も
た
ら
す
器
官
で
あ
る
根
は
、
植
物
を
地
面
に
し
っ

か
り
と
繋
ぎ
と
め
て
い
る41
。

植
物
た
ち
は
、
根
を
通
し
て
地
中
か
ら
養
分
を
吸
収
す
る
が
、
そ
の
根
に
よ
っ
て

大
地
に
固
定
さ
れ
、
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
植
物
は
こ
の
矛
盾
ゆ
え
に
、
た
と
え

ば
種
子
を
で
き
る
だ
け
遠
く
へ
飛
ば
す
よ
う
に
努
め
、
蜜
蜂
に
受
粉
を
委
ね
る
工
夫

を
す
る
。
さ
ら
に
私
た
ち
人
間
を
含
め
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
は
重
力
の

定
め
を
受
け
て
い
る
が
、
植
物
は
こ
の
重
力
に
抗
い
、
茎
や
幹
を
通
し
て
水
分
を
上

昇
さ
せ
る
。
花
々
が
見
せ
る
様
々
な
形
、
美
し
い
色
彩
や
香
り
は
、
そ
の
よ
う
な
工

夫
と
努
力
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
園
芸
家
は
土
を
耕
し
、
花
々
を
見
守
る
日
々
の

中
で
、
植
物
た
ち
の
こ
の
奇
跡
的
な
営
為
と
向
き
合
う
の
で
あ
る
。

一
九
二
六
年
夏
に
撮
影
さ
れ
た
モ
ネ
の
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
︵
図
11
︶。
モ
ネ

は
自
ら
が
手
が
け
た
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
庭
で
、
薔
薇
の
花
の
傍
ら
に
置
か
れ
た
ベ
ン

チ
に
座
る
。
初
め
に
紹
介
し
た
写
真
か
ら
四
〇
年
近
い
歳
月
が
過
ぎ
て
お
り
、
そ
の

姿
に
は
避
け
が
た
い
老
い
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
数
か
月
後
、
同
年
一
一
月
に
モ
ネ

は
八
六
歳
で
世
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
写
真
家
で
園
芸
家
で
も
あ
る
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン

･

ラ
ッ
セ
ル
は
、
こ
の
写
真
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
眼
鏡
の
奥
の

目
は
大
き
な
麦
藁
帽
子
の
陰
に
な
っ
て
お
り
、
口
も
、
白
く
長
い
髯
で
お
お
わ
れ
、

何
も
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
手
は
雄
弁
だ
。
手
は
、
目
が
す
べ
て
で
あ
っ
た

モ
ネ
の
生
涯
を
解
き
明
か
す
﹂42
。
モ
ネ
は
長
年
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
手
で
土
に
触

れ
、
花
を
育
て
た
。
そ
し
て
こ
の
手
は
、
絵
筆
を
握
る
画
家
の
手
で
も
あ
る
。
園
芸

家
と
画
家
、
二
つ
の
面
を
あ
わ
せ
も
つ
手
が
、
後
半
期
の
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
か
ら

︽
睡
蓮
︾
連
作
に
至
る
作
品
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。
庭
仕
事
を
通
し
て
花
々
と

向
き
合
い
続
け
た
経
験
が
、
モ
ネ
を
自
然
の
神
秘
に
近
づ
か
せ
、
循
環
し
再
生
す
る

時
間
に
導
い
た
の
だ
っ
た
。
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注１ 　

カ
レ
ル･

チ
ャ
ペ
ッ
ク　
﹃
園
芸
家
12
カ
月
﹄　

小
松
太
郎
訳　

中
公
文
庫　

一
九
七

五
年　

三
九
頁
。

２ 　

モ
ネ
は
︽
庭
の
女
性
た
ち
︾
の
制
作
に
つ
い
て
、
後
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

﹁
こ
の
絵
は
現
地
で
自
然
に
基
づ
い
て
描
い
た
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
方
法
は
当
時
、

行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
地
面
に
穴
、
つ
ま
り
一
種
の
溝
を
掘
っ
て
、
画
面

の
上
部
を
描
く
場
合
に
は
、
少
し
ず
つ
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
降
ろ
し
て
制
作
し
ま
し
た
﹂。

Édouard M
ortier ︵D

uc de Trévise
︶,  C

hez C
laude M

onet: Lepèlerinage de G
iverny 

︵1121

︶, LʼÉchoppe, 2116, p.11.
実
際
の
制
作
が
回
想
の
通
り
だ
っ
た
か
は
確
認
で
き

な
い
が
、
モ
ネ
が
戸
外
制
作
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

３ 　

ア
ラ
ン･

コ
ル
バ
ン　
﹃
に
お
い
の
歴
史
﹄　

山
田
登
世
子
・
鹿
島
茂
訳　

藤
原
書
店　

一
九
九
〇
年
二
四
五
︱
二
五
〇
頁
。
な
お
、
小
倉
孝
誠
氏
は
﹃
イ
リ
ュ
ス
ト
ラ
シ
オ

ン
﹄
の
記
事
に
基
づ
い
て
、
当
時
の
花
の
需
要
の
高
ま
り
や
、
花
と
女
性
の
結
び
つ
き

を
指
摘
し
、
コ
ル
バ
ン
に
も
言
及
し
て
い
る
。﹃
11
世
紀
フ
ラ
ン
ス　

光
と
闇
の
空
間
﹄　

人
文
書
院　

一
九
九
六
年　

一
六
四
︱
七
二
頁
。

４ 　

D
aniel W

ildestein,  C
laude M

onet: Biographie et catalogue raisonné, I 

︵1141-
1111

︶, II 

︵1112-1116

︶, III 

︵1111-1111

︶, IV
 

︵1111-1126

︶, V
 

︵supplem
ent aux 

peintres, dessins, pastels

︶, 1114, 1111, 1111, 1115, 1111. I, p.421.

な
お
、
本
稿
で

取
り
上
げ
る
モ
ネ
作
品
の
題
名
等
の
デ
ー
タ
は
原
則
的
に
同
書
に
基
づ
く
。
ま
た
必
要

に
応
じ
て
、
同
書
収
録
の
作
品
番
号
を
付
す
︵
油
彩
作
品
は
﹁W

1261

﹂、
素
描
作
品
は

﹁D
444

﹂
の
よ
う
に
記
載
︶。

５ 　

Ibid., II, p.261.

６ 　

Ibid., p.216.

７ 　

Ibid., p.214. 

８　

Paul H
. Tucker, M

onet in the ‘90s, 1116, pp65-115.

９ 　

ミ
ル
チ
ャ･

エ
リ
ア
ー
デ　
﹃
大
地
・
農
耕
・
女
性
﹄　

堀
一
郎
訳　

未
来
社　

一
九

六
八
年　

一
〇
一
頁
。

11　

チ
ャ
ペ
ッ
ク　

前
掲
書　

三
〇
頁
。

11 　

W
illem

 G
. C

. B
yvanck, U

n hollandaise à Paris en 1891, 1112, 115-16.

12　

Ibid., p.111.

13 　

W
ildenstein, op. cit., III, p.p.223.

14 　

B
yvanck, op. cit., p.111.

15 　

中
村
誠
氏
は
一
八
九
一
年
の
個
展
の
展
示
を
考
察
す
る
中
で
、
二
点
の
︽
戸
外
人
物

試
作
︾
に
つ
い
て
、﹁
パ
ラ
ソ
ル
を
持
っ
て
佇
む
婦
人
は
天
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ

た
﹂
と
い
う
試
論
を
提
起
し
て
い
る
︵﹁
ク
ロ
ー
ド･

モ
ネ
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
を
め

ぐ
る
基
礎
的
考
察
﹂﹃
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
紀
要
﹄
第
一
号　

一
九
九
一
年　

四
七

頁
︶。
こ
の
二
点
は
個
展
の
展
示
構
成
に
お
い
て
、﹁
時
間
﹂
や
﹁
豊
穣
﹂
の
寓
意
像
と

し
て
現
れ
う
る
こ
と
を
考
え
た
い
。

16 　

W
ildenstein, op. cit., III, p.251.

11 　

拙
論　
﹁
モ
ネ
書
簡
︵
一
八
九
〇
年
︶
に
お
け
る
﹁
瞬
間
性
﹂
と
﹃
積
藁
﹄
連
作
﹂　

﹃
美
術
史
﹄
一
一
九
号　

一
九
八
五
年　

一
五
︱
二
七
頁
。

11 　

前
者
の
素
描
は
、
ウ
ィ
ル
デ
ン
ス
タ
イ
ン
の
カ
タ
ロ
グ･

レ
ゾ
ネ
に
︽
積
み
わ
ら
︾

の
題
名
で
﹁D

444

﹂
と
し
て
収
録
さ
れ
る
︵W

ildenstein, op. cit., V, pp.121-31

︶。

こ
れ
は
油
彩
作
品
︵
図
８ W

1261

︶
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
、
現
在
、
国
立
西
洋
美
術

館
に
所
蔵
。
後
者
の
素
描
は
、︽
日
傘
の
女
性
︾
の
題
名
で
﹁D

446

﹂
と
し
て
収
録

︵ibid., p.131

︶。
こ
の
素
描
は
油
彩
作
品
︽
戸
外
の
人
物
試
作
︵
左
向
き
︶︾︵
オ
ル
セ
ー

美
術
館
所
蔵　

W
1111

︶
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
、
現
在
、
吉
野
石
膏
株
式
会
社
が
所

蔵
︵
山
形
美
術
館
寄
託
︶。
ま
た
表
紙
に
掲
載
さ
れ
た
素
描
は
、︽
夕
方
の
ベ
リ
ー
ル

島
︾
の
題
名
で
﹁D

443

﹂
と
し
て
収
録
︵ibid., p.121

︶、
一
八
八
六
年
の
油
彩
︽
荒
れ

た
海
岸
︾︵W

1111

︶
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
国
立
西
洋
美
術
館
に
所

蔵
さ
れ
る
。
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11 　
O

ctave M
irbeau, C

orrespondances avec C
laude M

onet, éd., Pierre M
ichel et 

Jean-François N
ivet, 1111, p.111.

21 　

Ibid., pp.251-52.

21 　

Ibid., p.255.

22 　

Ibid., p.151.

23 　

Ibid., p.111.

24 　

O
ctave M

irbeau, Le Jardin des supplices ︵1111

︶, éd., M
ichel D

elon, 1111, p.214.

な
お
、
邦
訳
に
際
し
て
は
次
の
訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。﹃
責
苦
の
庭
﹄︵
フ
ラ

ン
ス
世
紀
末
文
学
叢
書
五
巻
︶
篠
田
知
和
基
訳　

図
書
刊
行
会　

一
九
八
四
年
。

25 　

倉
智
恒
夫　
﹁
モ
ー
リ
ス･

メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
﹂　
﹃
室
内
﹄︵
フ
ラ
ン
ス
世

紀
末
文
学
叢
書
一
二
巻
︶
図
書
刊
行
会　

一
九
八
四
年　

二
九
八
︱
九
九
頁
。

26 　

た
と
え
ば
、﹁
温
室
﹂
の
第
一
連
は
こ
う
綴
ら
れ
る
。﹁
お
お
森
の
中
の
温
室
よ
！
／

永
久
に
閉
じ
込
め
る
あ
な
た
の
扉
よ
！
／
す
べ
て
に
も
の
が
あ
な
た
の
丸
い
屋
根
の
下

に
あ
る
！
／
す
べ
て
の
も
の
が
あ
な
た
と
そ
っ
く
り
の
私
の
魂
に
潜
む
！
﹂︵
小
浜
俊

郎
訳
︶　
﹃
詞
華
集
﹄︵
フ
ラ
ン
ス
世
紀
末
文
学
叢
書
一
三
巻
︶　

図
書
刊
行
会　

一
九
八

五
年　

二
五
四
頁
。

21 　

モ
ー
リ
ス･

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク　
﹃
花
の
知
恵
﹄　

高
尾
歩
訳　

工
作
舎　

一
九
九
二

年　

一
八
頁
。
同
書
は
一
九
一
二
年
の
改
訂
版
に
基
づ
く
。

21 　

C
arlo B

ronne, “À
 la Société gens de lettres” 

︵discours

︶, Palais des A
cadém

ies

︵B
ruxelles

︶, Le centenaire de M
aurice M

aeterlinck, 1162, p.51.

21 　

O
ctave M

irbeau, “Le chem
in de la croix, Figaro ︵1111

︶, éd., H
ubert Juin, D

es 

artistes, 1116, p.61. p.111.

31 　

G
eorges C

lem
enceau, C

laude M
onet ︵1121

︶, ed., C
harles F. Stuckey, M

onet: A 

Retrospective, 1115, p.366.

31 　

ハ
ン
ス･

ビ
ー
ダ
ー
マ
ン　
﹃
世
界
シ
ン
ボ
ル
辞
典
﹄　

藤
代
幸
一
監
訳　

八
坂
書
房　

二
〇
〇
〇
年　

 

二
一
六
頁
。

32 　

次
の
文
献
に
紹
介
。
春
山
行
夫　
﹃
花
の
文
化
史
﹄　

雪
華
社　

一
九
六
四
年　

二
四

九
頁
。

33 　

ピ
ー
タ
ー･

コ
ー
ツ　
﹃
花
の
文
化
史
﹄　

安
部
薫
訳　

八
坂
書
房　

一
九
七
八
年　

二
一
〇
頁
。

34 　

モ
ネ
は
一
九
二
一
年
の
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
宛
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
オ

ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
館
の
部
屋
に
つ
い
て
は
、
必
要
と
す
る
作
業
を
美
術
省
が
引
き
受
け
て

く
だ
さ
る
の
な
ら
、
同
意
し
ま
す
。
こ
れ
を
視
野
に
入
れ
て
、︿
装
飾
画
﹀
の
モ
チ
ー

フ
を
減
ら
し
ま
し
た
が
、
私
が
ず
っ
と
望
ん
で
き
た
楕
円
形
の
部
屋
で
あ
れ
ば
、
満
足

ゆ
く
展
示
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
ま
す
﹂。W

ildenstein, op. cit., IV, p.412.

35 　

M
ichel H

oog, Les N
ym

phéas de C
laude M

onet au M
usée de lʼO

rangerie, 1114, 
p.13.

36 　

W
ildenstein, op. cit., IV, p.51.

31 　

次
の
文
献
で
は
、
立
派
に
生
育
し
た
藤
棚
の
側
に
モ
ネ
と
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
が
立
つ
写
真

が
掲
載
さ
れ
、
撮
影
時
期
を
一
九
〇
〇
年
頃
と
し
て
い
る
が
、
モ
ネ
の
容
姿
等
を
考
え

る
と
、
時
代
を
下
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。Exh., cat., M

onetʼs G
arden, K

unsthaus 

Zürich, 2114, p.112.

31 　

モ
ネ
は
ト
レ
ヴ
ィ
ス
侯
に
、﹁
そ
の
帯
状
部
分
を
想
定
し
て
制
作
し
た
花
の
装
飾
が

あ
り
ま
す
の
で
、
お
見
せ
し
ま
し
ょ
う
。
藤
の
花
を
描
い
た
も
の
で
す
﹂
と
語
っ
て
い

る
。Édouard M

ortier ︵D
uc de Trévise

︶, op. cit., p.21.

31 　

W
ildenstein, op. cit., IV, p.412.

41 　

こ
の
章
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
に
大
手
前
大
学
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
﹂
で
発
表
し
た
内
容
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
︵
近
く
刊
行
予

定
︶。
同
発
表
が
大
ま
か
な
指
摘
に
終
わ
っ
た
の
で
、
本
稿
で
再
考
察
を
試
み
た
。

41 　

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク　

前
掲
書　

七
︱
八
頁
。

42 　

ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン･

ラ
ッ
セ
ル　
﹃
モ
ネ
の
庭
﹄　

六
人
部
昭
典
監
訳　

西
村
書
店　

二

〇
〇
五
年　

七
頁
。
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：Exh., cat., M

onetʼs G
arden, K

unsthaus Zürich, 2114.

２
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ル
セ
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美
術
館
提
供
の
ポ
ジ
写
真

３
・
５
・
６
：
六
人
部
昭
典　
﹃
モ
ネ
︽
睡
蓮
︾
へ
の
歩
み
﹄　

六
耀
社　

二
〇
〇
一
年

４
・
11
：
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン･

ラ
ッ
セ
ル　
﹃
モ
ネ
の
庭
﹄　

六
人
部
昭
典
監
訳　

西
村
書
店　

二
〇
〇
五
年

７
：
ヒ
ル
ス
テ
ッ
ド
美
術
館
提
供
の
複
製

８
：W

illiam
 C

. Seitz, C
laude M

onet, 1161.

９
・
11
・
11
：
筆
者
撮
影

13
・
14
：D

aniel W
ildestein, C

laude M
onet: Biographie et catalogue raisonné, IV

︵1111-1126

︶, 1115.
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１．�写真資料：園芸家としてのモネ（1887年頃撮影）
２．�クロード ･モネ《庭の女性たち》1866年�
油彩 ･カンヴァス　256×208㎝　パリ　オルセー美術館

３．�エドゥワール ･マネ《庭のモネの家族》1874年�
油彩 ･カンヴァス　61×100㎝　N.Y.　メトロポリタン美術館

４．�クロード ･モネ《グラジオラス》1876年�
油彩・カンヴァス　60×81.5㎝　デトロイト美術館

５．�クロード ･モネ《アルジャントゥイユの画家の家》1873年�
油彩・カンヴァス　60.5×74㎝　シカゴ美術館

６．�クロード ･モネ《ヴェトゥイユのモネの庭》1881年�
油彩・カンヴァス　150×120㎝　ワシントン ･D.C.　ナショナル ･ギャラリー

７．�クロード ･モネ《積みわら、満ちる光》1890年�
油彩・カンヴァス　60×100㎝　ファーミントン　ヒルステッド美術館

８．�クロード ･モネ《クルーズ渓谷の岩山》1889年�
油彩・カンヴァス　71×83㎝　個人蔵
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９．�『二つの世界の芸術』1891年3月7日号　表紙
10．�『二つの世界の芸術』1891年3月7日号�
《積みわら》の素描が掲載された頁

11．�『二つの世界の芸術』1891年3月7日号�
�《戸外の人物試作（左向き）》の素描が掲載された頁

12．�クロード ･モネ《睡蓮の池》1899年�
油彩・カンヴァス　92.7×73.7㎝　N.Y.　メトロポリタン美術館

13．�写真資料：睡蓮の池（『芸術と芸術家』1905年12月号に掲載）
14．�クロード ･モネ《睡蓮の池、橋》1904-05年�

油彩・カンヴァス　81×100㎝　個人蔵
15．�クロード ･モネ《藤の習作》1917-20年�

油彩・カンヴァス　100×200m　ドゥリュー　美術歴史博物館
16．�クロード ･モネ《太鼓橋》1923-25年�

油彩・カンヴァス　88.9×116.2㎝　ミネアポリス美術館
17．�写真資料：庭のベンチにすわるモネ（1926年撮影）
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