
「
お
お
、
起
立
商
工
社
と
い
う
貿
易

ぼ
う
え
き

会
社
が
、
フ
ラ
ン
ス
の

パ
リ
で
開
か
れ
る
万
国
博
覧
会

ば
ん
こ
く
は
く
ら
ん
か
い

の
通
訳

つ
う
や
く

を
募ぼ

集
し
ゅ
う

し
て
い
る
ぞ
。

こ
れ
だ
！
」

東
京
大
学
の
学
生
だ
っ
た
林

は
や
し

忠
正

た
だ
ま
さ

さ
ん
は
、
目
の
前
に
、

急
に
道
が
開
け
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
が
鎖さ

国こ
く

を
や
め
、
世
界
の
国
々
と
交
流
す
る
よ
う
に

な
っ
た
明め

い

治じ

時
代
、
忠
正
さ
ん
は
、
何
と
か
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
へ
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
簡
単

か
ん
た
ん

に
行
け
る
と

こ
ろ
で
は
な
く
、
な
か
な
か
チ
ャ
ン
ス
に
恵め

ぐ

ま
れ
な
か
っ
た

の
で
す
。

「
新
し
い
時
代
に
は
、
新
し
い
生
き
方
が
必
要

ひ
つ
よ
う

だ
。
よ
う
し
、

こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
て
パ
リ
へ
行
っ
て
、
自
分
の
生
き

る
道
を
見
つ
け
る
ぞ
」

忠
正
さ
ん
は
、
大
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
と
理
学
（
科
学
）
を

花
の
都
パ
リ
へ
行
き
た
い

林
は や し

忠正
た だ ま さ

「日本の美
び

術
じゅつ

を西欧
せ い お う

に紹介
しょうかい

したい」

東西文化交流の先覚者
せ ん か く し ゃ
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ほ
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
と
っ
て

日
本
の
浮う

き

世よ

絵え

や
書し

ょ

画が

は

そ
ん
な
に
興

き
ょ
う

味み

深ぶ
か

い
も
の
な
の
か
！

よ
し
、
日
本
の
美
術
や
文
化
を

も
っ
と
広
く
知
っ
て
も
ら
お
う
―
―
。



を
開
き
ま
し
た
。
最
初

さ
い
し
ょ

は
、
わ
ず
か
な
輸ゆ

入
品

に
ゅ
う
ひ
ん

を
売
る
小
さ

な
商
売
で
し
た
が
、
今
ま
で
の
仕
事
で
知
り
合
っ
た
お
客
さ

ん
が
来
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
店
を
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
一
緒

い
っ
し
ょ

に
退
社

た
い
し
ゃ

し
た
若
井
さ
ん
と
商
売
を
す
る
こ
と

に
な
り
、
若
井
さ
ん
が
日
本
で
仕
入
れ
た
美
術
品
を
、
忠
正

さ
ん
が
パ
リ
で
売
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
、
更さ

ら

に
大

き
な
事
業
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

忠
正
さ
ん
が
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
日
本
の
美
術
品
が
注
目
さ
れ
、
熱
烈

ね
つ
れ
つ

に

愛
好

あ
い
こ
う

さ
れ
る
と
い
う
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
流
行
は
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」
と
呼よ

ば
れ
、
多
く
の
画

家
た
ち
に
大
き
な
影
響

え
い
き
ょ
う

を
及お

よ

ぼ
し
ま
し
た
。
日
本
の
美
術
を

初は
じ

め
て
見
た
西
洋
の
画
家
に
と
っ
て
、
特と

く

に
浮
世
絵
の
大
胆

だ
い
た
ん

な
構こ

う

図ず

や
、
美
し
い
曲
線
、
明
る
い
色
彩

し
き
さ
い

は
、
衝
撃
的

し
ょ
う
げ
き
て
き

だ
っ

た
の
で
す
。

忠
正
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
こ
の
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」
の
流

行
は
、
大
き
な
驚

お
ど
ろ

き
で
し
た
。

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
流
行

勉
強
し
て
い
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
通
訳
な
ら
、
う
っ
て

つ
け
で
す
。
忠
正
さ
ん
は
、
さ
っ
そ
く
こ
の
仕
事
に
応お

う

募ぼ

し

ま
し
た
。

パ
リ
に
行
け
る
の
な
ら
、
大
学
を
や
め
て
も
い
い
。
通
訳

の
仕
事
が
臨り

ん

時じ

の
仕
事
で
も
、
か
ま
わ
な
い
。
と
に
か
く
、

パ
リ
へ
行
き
た
い
―
―
。

こ
う
し
て
、
忠
正
さ
ん
は
あ
こ
が
れ
て
い
た
花
の
都

み
や
こ

パ
リ

へ
と
、
旅
立
っ
た
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
に
渡わ

た

っ
た
忠
正
さ
ん
は
、
万
国
博
覧
会
の
通
訳

の
仕
事
が
終
わ
っ
て
も
、
パ
リ
の
街ま

ち

に
残の

こ

り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
へ
来
た
日
本
人
の
通
訳
や
、
翻
訳

ほ
ん
や
く

な
ど
の
仕

事
を
し
て
、
細
々
と
暮く

ら
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
う
ち
、
忠
正
さ
ん
は
、
起
立
商
工
社
の
若わ

か

井い

兼
三
郎

け
ん
ざ
ぶ
ろ
う

と
い
う
人
に
誘さ

そ

わ
れ
、
日
本
の
美
術
品
を
扱

あ
つ
か

う
仕
事
を
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

忠
正
さ
ん
は
、
自
分
が
美
術
品
の
商
売
を
す
る
よ
う
に
な

る
と
は
、
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
若
井
さ
ん

か
ら
美
術
品
の
知ち

識し
き

や
仕
入
れ
方
な
ど
を
教
わ
る
う
ち
に
、

夢む

中
ち
ゅ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

「
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
世
界
が
あ
っ
た
と
は
！
」

忠
正
さ
ん
は
、
夢
中
に
な
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
の
生

き
る
道
を
見
つ
け
出
し
た
の
で
す
。
そ
の
う
ち
、
忠
正
さ
ん

は
、
会
社
を
や
め
て
独
立

ど
く
り
つ

す
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

今
ま
で
の
経
験

け
い
け
ん

を
活
か
し
て
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
思

い
切
り
や
っ
て
み
た
い
―
―
。

こ
う
し
て
、
忠
正
さ
ん
は
、
パ
リ
に
小
さ
な
美
術
品
の
店

美
術
商
こ
そ
、
生
き
る
道
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忠正さんと親交があったパリの画家が描
いた忠正さんのデッサン。

林 忠正さんのミニ年表

忠正さんが日本を紹介
した雑誌

ざ っ し

。（パリで発行
されたもの）

高岡町（現在の高岡市）の長崎家に
生まれる
富山藩士の林太仲の養子となる
大学南校（現在の東京大学）に入学
する
万国博覧会の通訳をするため横浜
からパリへ出発する
パリで美術店を開く
パリから帰国する
1900年記念パリ万国博覧会の事
務官長になる
亡くなる



の
中
で
、
浮
世
絵
な
ど
の
日
本
美
術
の
芸
術
的
な
評

ひ
ょ
う

価か

を
高

め
る
こ
と
に
、
深
く
関か

か

わ
っ
た
の
で
す
。

忠
正
さ
ん
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
日
本
の
美
術
を
広
め
る
こ

と
に
関
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
逆
に
西
洋
の
美
術
も
日
本
に

紹
介
し
ま
し
た
。

日
本
の
画
家
の
中
で
最

も
っ
と

も
有
名
な
画
家
の
一
人
で
、「
近
代

洋
画
の
父
」
と
い
わ
れ
た
黒
田
清
輝

く

ろ

だ

せ

い

き

さ
ん
の
才
能

さ
い
の
う

を
見
出
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
支し

援え
ん

を
し
た
の
も
、
忠
正
さ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
印
象

い
ん
し
ょ
う

派は

と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
を
は
じ
め
、
さ
ま

ざ
ま
な
す
ぐ
れ
た
洋
画
を
日
本
に
紹
介
し
、
西
洋
画
の
本
格

ほ
ん
か
く

的
な
展
覧

て
ん
ら
ん

会
を
開
催

か
い
さ
い

し
ま
し
た
。

「
日
本
の
絵か

い

画が

教
育

き
ょ
う
い
く

に
も
、
西
洋
の
画が

法ほ
う

を
取
り
入
れ
る
べ

き
だ
」

と
訴

う
っ
た

え
る
運

動
を
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、

忠
正
さ
ん
は
、

一
生
を
通
じ
て
、

日
本
と
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
、
美
術

を
通
し
て
東
洋

と
西
洋
の
文
化

を
結む

す

ぶ
と
い
う
、

大
き
な
仕
事
を

成な

し
遂と

げ
た
の

で
す
。

西
洋
の
技ぎ

法ほ
う

を
日
本
の
美
術
界
へ

１
８
８
０
年
こ
ろ
の
日
本
は
、

「
文
明
開
化
」の
時
代
で
、
西
洋

諸
国

し
ょ
こ
く

に
追
い
つ
こ
う
と
一
生
懸

い
っ
し
ょ
う
け
ん

命め
い

で
、
自
分
の
国
の
良
さ
を
積せ

っ

極き
ょ
く

的
に
認み

と

め
よ
う
と
す
る
人
が
、

少
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

あ
あ
、
日
本
の
美
術
の
良
さ

を
分
か
っ
て
く
れ
る
人
が
こ
ん

な
に
い
る
。
自
分
も
、
し
っ
か

り
美
術
を
研
究
し
て
、
正
し
い

こ
と
を
伝つ

た

え
な
け
れ
ば
―
―
。

忠
正
さ
ん
は
、
日
本
の
美
術

に
関か

ん

す
る
知ち

識し
き

を
学
び
直
す
一

方
で
、
当
時
パ
リ
で
活
躍

か
つ
や
く

し
て

い
た
モ
ネ
、
ド
ガ
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
と
い
っ
た
、
世
界
的
に
有

名
な
画
家
た
ち
と
親
し
く
つ
き
あ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
彼か

れ

ら
が
望の

ぞ

む
安
藤
広
重

あ
ん
ど
う
ひ
ろ
し
げ

や
葛
飾
北
斎

か
つ
し
か
ほ
く
さ
い

な
ど
の
浮

世
絵
を
、
数
多
く
日
本
か
ら
取
り
寄よ

せ
て
紹
介

し
ょ
う
か
い

し
た
の
で
す
。

ま
た
、
日
本
美
術
を
研
究
し
て
い
た
エ
ド
モ
ン
ド
・
ゴ
ン

ク
ー
ル
さ
ん
か
ら
協
力

き
ょ
う
り
ょ
く

を
頼た

の

ま
れ
、
浮
世
絵
の
説
明

せ
つ
め
い

な
ど
に
、

全
面
的
に
協
力
し
ま
し
た
。

実
は
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
さ
ん
は
、
日
本
の
美
術
を
詳く

わ

し
く
研

究
す
る
た
め
に
、
日
本
へ
行
き
た
い
と
願ね

が

っ
て
い
ま
し
た
が
、

高
齢

こ
う
れ
い

の
た
め
に
果は

た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
困こ

ま

っ
て
い
た
の
で

し
た
。

忠
正
さ
ん
は
、
浮
世
絵
に
描え

が

か
れ
て
い
る
も
の
や
使
い
方

な
ど
を
、
て
い
ね
い
に
説
明
し
ま
し
た
。
ゴ
ン
ク
ー
ル
さ
ん

は
、
忠
正
さ
ん
の
説
明
を
も
と
に
、『
北
斎
伝

ほ
く
さ
い
で
ん

』や『
歌
麿
伝

う
た
ま
ろ
で
ん

』

と
い
う
本
を
書
き
あ
げ
、
浮
世
絵
を
広
く
普ふ

及
き
ゅ
う

さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
忠
正
さ
ん
は
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」
の
流
行

28忠正さんのエピソード②：忠正さんは、画家だけでなく、「日本美術」を書いたルイ・ゴンスや、ケクラン、ビュルティーな
ど、日本文化に興味をもつ小説家や文学者とも親しくつきあっていました。

学校にある日本画などを鑑賞
かんしょう

する高岡市立平米
ひらま い

小学校5年生のお
友達。



１　世界に羽ばたこう

31ページからは、
文化の世界で大きな花を
咲かせた先輩たちを紹介します。
まずは、みんなの大好きなまんが家
藤子・Ｆ・不二雄さんのお話です。

高岡市立平米小学校5年生のお友達（南誠寛さん、酒井祐介さん、
柴野健人さん、村中謙太さん、満久智英さん、菅池隆太さん）が、
浮世絵について調べてくれました。

子ども作品ギャラリー
高岡市立平米小学校5年生のお友達が、ゴッホの「ひまわり」や「ラングロ

ワのはね橋」、「浮世絵」などをお手本にして、習作を描いてくれました。

古野桃子さん 小泉慎之介さん

中野智文さん 大坪記子さん

村中謙太さん

菅池隆太さん


