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特
別
展「
ス
イ
ー
ツ
ラ
ン
ド　

あ
だ
ち
」

で
は
、
昭
和
二
〇
～
四
〇
年
代
の
機
械
化

が
一
般
的
に
な
る
少
し
前
の
時
代
の
お
菓

子
づ
く
り
の
道
具
を
紹
介
し
ま
し
た
。
機

械
化
以
前
は
、
町
の
中
で
製
造
販
売
す
る

和
菓
子
店
も
、
問
屋
な
ど
を
通
し
て
流
通

す
る
袋
菓
子
の
製
造
工
場
も
、
使
う
道
具

に
大
き
な
違
い
は
な
く
、
原
料

の
種
類
や
加
工
の
手
間
が
異
な

る
だ
け
と
い
え
ま
す
。

　

落
雁
な
ど
を
作
る
お
菓
子
の

型
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
ま

す
。

　

材
料
を
詰
め
て
型
か
ら
抜
い

て
作
る
お
菓
子
を
、
打
菓
子
、

あ
る
い
は
押
菓
子
と
い
い
ま

す
。
打
菓
子
の
材
料
は
、
味
甚

粉
（
み
じ
ん
こ
・
も
ち
米
を
蒸

し
て
つ
い
て
焼
い
て
、
粉
に
し

た
も
の
）
や
、
焼
麦
粉
、
焼
で
ん
ぷ
ん
粉

な
ど
の
穀
類
の
粉
で
、
砂
糖
、
水
飴
を
加

え
て
ま
ぜ
た
も
の
を
つ
め
て
成
型
し
ま
す
。

型
か
ら
抜
く
と
き
に
、
型
を
打
っ
て
（
叩

い
て
）
抜
き
取
る
と
こ
ろ
か
ら
来
た
名
前

で
し
ょ
う
。

　

落
雁
は
、
蒸
し
て
乾
燥
さ
せ
る
と
出
来

上
が
り
ま
す
。
押
菓
子
は
、
打
菓
子
の
材

料
に
餡
な
ど
を
添
え
て
、
型
に
押
し
つ
め

て
成
型
し
た
も
の
で
、
打
菓
子
よ
り
水
分

の
多
い
も
の
で
す
。

　

菓
子
の
製
造
に
携
わ
る
と
こ
ろ
で
は
、

菓
子
の
木
型
を
多
数
保
有
し
、
行
事
や
季

節
に
合
わ
せ
た
菓
子
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
三
〇
年
代
に
は
都
内
に
百
社
も

あ
っ
た
と
い
う
お
こ
し
製
造
の
会
社
で

は
、
湿
気
が
多
い
夏
場
は
お
こ
し
の
製
造

に
は
適
さ
な
い
た
め
、
多
く
は
落
雁
を
製

造
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
会
社
も
金
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型
や
機
械
を
使
っ
て
製
造
す
る
以
前
は
、

木
型
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。

　

木
型
に
も
種
類
が
あ
り
、
キ
ヨ
ス
ミ
製

菓
（
梅
島
）
の
加
藤
進
氏
に
よ
び
方
を
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

〇�

割
り
型　
二
つ
に
分
か
れ
る
型
。
形
が

比
較
的
大
き
な
も
の
で
、
立
体
的
に
作

る
こ
と
が
で
き
る
。

〇�

ゲ
ス
つ
き　
形
が
薄
く
彫
っ
て
あ
る
上

に
一
枚
型
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
厚

み
を
出
す
。
上
の
型
を
外
し
て
菓
子
を

出
す
。

〇�

ブ
ッ
コ
ヌ
キ　
「
数
物
」
と
い
っ
て
、

数
多
く
作
る
た
め
の
型
で
、
小
さ
な
形

の
も
の
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
型
か
ら

直
接
菓
子
を
出
す
。

　

打
菓
子
を
つ
く
る
と
き
に
は
、
ゲ
ン
ベ

ラ
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
ヘ
ラ
状
の
も
の
を

使
用
し
ま
す
。
材
料
を
型
に
手
で
詰
め
あ

と
に
、
ゲ
ン
ベ
ラ
で
擦
り
切
っ
た
り
、
型

を
ポ
ン
ポ
ン
と
叩
い
て
、
菓
子
を
出
し
た

り
す
る
の
に
使
い
ま
す
。
ブ
ッ
コ
ヌ
キ
の

型
の
場
合
は
、
と
く
に
、
ゲ
ン
ベ
ラ
で
型

を
叩
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
菓
子
を
型
か
ら

抜
き
出
し
ま
す
。

　

テ
ン
ポ
よ
く
作
業
を
す
る
の
で
、
ゲ
ン

ベ
ラ
で
叩
く
音
と
叩
き
方
の
ク
セ
に
よ
っ

て
、
作
業
を
し
て
い
る
職
人
が
誰
だ
か
わ

か
る
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
音
が
響
く
た
め
、
後
藤
製
菓
（
東

六
月
町
）
の
後
藤
宗
吉
氏
は
、
独
立
し
た

ば
か
り
で
千
住
の
町
中
の
家
を
借
り
て
仕

事
を
し
て
い
た
と
き
に
、
夜
中
の
作
業
は

近
所
迷
惑
に
な
る
の
で
、
忙
し
く
て
も
あ

ま
り
夜
遅
く
に
は
作
れ
な
か
っ
た
と
い
い

ま
す
。

　

菓
子
の
型
は
、
浮
世
絵
の
版
木
と
同
様

に
、
湿
気
に
強
く
緻
密
で
硬
い
桜
の
木
を

使
用
し
ま
す
。
流
通
用
の
落
雁
用
の
型
で

は
、
朴
の
木
も
使
用
し
、
こ
れ
は
値
段
も

安
く
な
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

落
雁
の
場
合
は
、
彫
っ
た
柄
の
部
分
に

粉
が
詰
ま
る
た
め
、
型
は
濡
ら
さ
ず
上
側

に
少
し
油
を
つ
け
て
使
用
し
ま
す
。

　

金
花
糖
と
い
う
砂
糖
液
を
流
し
込
ん
で

形
を
つ
く
る
お
菓
子
の
型
は
、
水
に
浸
し

て
か
ら
使
い
、
さ
ら
に
百
度
以
上
も
の
高

温
に
な
っ
た
砂
糖
液
が
入
る
た
め
、
狂
い

が
生
じ
や
す
い
難
し
い
型
で
、
型
屋
が
一

年
も
か
け
て
少
し
ず
つ
調
整
し
な
が
ら
完

成
さ
せ
て
い
く
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

　

砂
糖
液
が
型
の
隅
々
ま
で
し
っ
か
り
入

る
よ
う
に
空
気
抜
き
の
細
い
溝
が
彫
ら
れ

て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

彫
刻
の
細
や
か
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
菓
子

の
つ
く
り
安
さ
や
、
使
用
す
る
材
料
の
量

な
ど
ま
で
考
え
ら
れ
た
木
型
づ
く
り
に
は

高
い
技
術
が
必
要
で
す
。

　

現
在
は
大
型
の
打
菓
子
や
押
菓
子
の
需

要
は
減
少
し
、
木
型
を
使
っ
た
菓
子
が
作

ら
れ
な
く
な
り
職
人
も
少
な
く
な
り
ま
し

た
。
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
古
い
木
型
は
、

美
術
的
な
装
飾
品
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

セ
ル
ド
イ
ロ
人
形
も
型
を
使
っ
て
作
ら

れ
て
お
り
、
と
く
に
金
花
糖
づ
く
り
の
型

と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
隅
々

ま
で
セ
ル
ロ
イ
ド
生
地
が
膨
ら
む
よ
う

に
、空
気
抜
き
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

食
品
で
も
、
工
業
用
品
で
あ
っ
て
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
立
体
物
が
作
ら
れ
る
と
き
は

型
が
必
要
で
そ
の
基
本
は
似
通
っ
た
と
こ

ろ
が
あ
る
と
い
う
の
は
面
白
い
と
こ
ろ
で

す
。�

（
学
芸
員
　
荻
原
ち
と
せ
）

ゲンベラ　製菓用具として
現在も販売されています

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
で「
昭
和
レ
ト
ロ
家
電
」展
開
催
中

　

増
田
健
一
氏
（
大
阪
市
立
住
ま
い
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
特
別
研
究
員
）
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
が
、
本
拠
地
、
大
阪
市
立
住
ま

い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
大
阪
く
ら
し
の
今

昔
館
）
で
今
年
も
開
催
で
す
。

　

生
活
シ
ー
ン
に
合
わ
せ
た
な
つ
か
し
の

家
電
、
選
り
す
ぐ
り
の
ポ
ス
タ
ー
な
ど
魅

力
あ
る
資
料
が
満
載
で
す
。
大

阪
ま
で
足
を
延
ば
し
て
ぜ
ひ
ご

覧
下
さ
い
。

　

当
館
で
平
成
二
四
（
二
〇
一

二
）
年
、
区
制
八
〇
周
年
記
念

に
開
催
し
た
と
き
に
は
大
人
気

を
博
し
ま
し
た
。

　

本
年
、
当
館
は
開
館
三
〇
周

年
を
迎
え
ま
す
。
記
念
特
別
展

と
し
て
、
ふ
た
た
び
の
開
催
を

計
画
中
で
す
。
お
楽
し
み
に
！

【
会
期
】一
月
三
日
～
二
月
一
四（
火
曜
日
・

第
三
月
曜
日
・
二
月
一
二
日
は
休
館
）

【
会
場
・
問
い
合
わ
せ
】
大
阪
市
北
区
天

神
橋
６
丁
目
４
―
20　

住
ま
い
情
報
セ
ン

タ
ー
ビ
ル
８
階　

大
阪
市
立
住
ま
い
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館

電
話
〇
六
（
六
二
四
二
）
一
一
七
〇

特
別
展
「
美
と
知
性
の
宝
庫
　
足
立
」

出
展
資
料
紹
介
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特
別
展「
美
と
知
性
の
宝
庫
　
足
立
」

開
催
に
向
け
て

　

郷
土
博
物
館
で
は
、
文
化
遺
産
調
査
と

し
て
区
内
の
美
術
資
料
を
中
心
に
、
関
連

す
る
歴
史
・
民
俗
な
ど
の
総
合
的
な
調
査

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
成
果
を
公
開
す
る
特
別
展
を
三

月
十
三
日
か
ら
開
催
す
る
の
に
先
立
ち
、

十
二
月
七
日
、
区
長
記
者
会
見
を
開
き
ま

し
た
。
今
回
は
初
め
て
各
新
聞
社
の
美
術

担
当
記
者
に
も
お
知
ら
せ
し
、
展
示
開
催

ま
で
に
、ま
だ
二
ヶ
月
以
上
あ
り
ま
す
が
、

大
き
な
美
術
展
覧
会
と
同
様
に
事
前
周
知

に
努
め
ま
し
た
。

　

さ
っ
そ
く
、
東
京
新
聞
、
読
売
新
聞
、

毎
日
新
聞
、
朝
日
新
聞
な
ど
で
取
り
上
げ

ら
れ
、
テ
レ
ビ
で
も
、
Ｊ
―

Ｃ
Ｏ
М
、
そ

し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
お
は
よ
う
日
本
」
で
放
映

さ
れ
た
た
め
、
ご
覧
に
な
ら
れ
た
方
も
多

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

足
立
は
こ
れ
ま
で
も
、
昨
年
二
百
周
年

を
迎
え
た
千
住
の
酒
合
戦
、
甲
良
屋
敷
で

の
李
花
宴
（『
東
都
嘉
慶
花
宴
集
稿
』）
な

ど
、
文
人
墨
客
が
文
雅
な
催
し
を
行
い
、

多
く
の
文
化
資
料
を
創
作
し
て
き
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
お
り
、
関
連
資
料
は
区
の
文

化
財
に
も
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
化
遺
産
調
査
の
進
展
に
よ
っ
て
、
個

別
な
文
化
財
の
背
景
に
は
、
豊
か
な
教
養

や
美
を
日
常
的
に
愉
し
む
人
々
の
生
活
が

あ
り
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
た
千
住

地
域
の
み
な
ら
ず
、
区
内
の
広
い
範
囲
で

文
化
芸
術
活
動
が
活
発
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
が
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
同
時
代
に
絵

師
た
ち
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
創
ら
れ
、

そ
の
ま
ま
伝
来
し
た
も
の
が
多
い
と
い
う

こ
と
が
、
足
立
の
特
徴
で
す
。

　

江
戸
近
郊
と
い
う
地
の
利
は
、
江
戸
で

活
躍
す
る
絵
師
た
ち
と
の
日
常
的
な
交
流

を
可
能
に
し
、
区
内
に
伝
わ
る
資
料
の
生

ま
れ
た
背
景
も
う
か
が
え
ま
す
。
美
術
史

研
究
に
と
っ
て
も
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
資
料
が
発
掘
さ
れ
、
大
き
な
期

待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

足
立
は
、美
と
知
性
の
宝
庫
な
の
で
す
。

記者会見で示された初出資料の画像　
「歌仙図」鈴木其一画の摺物（右）
武蔵野美術大学玉蟲教授を中心とした資料研究の様子

特
別
展
「
美
と
知
性
の
宝
庫
　
足
立
」

出
展
資
料
紹
介

『
西
蛮
画
獣
譜
』
に
つ
い
て

小
　
林
　
　
　
優

　

文
化
遺
産
調
査
で
は
、
江
戸
後
期
か
ら

少
な
く
と
も
戦
前
に
か
け
て
、
足
立
の
地

で
豊
か
な
文
芸
文
化
が
展
開
さ
れ
続
け
て

き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

特
別
展
で
は
、
そ
の
第
一
弾
と
し
て
、
江

戸
琳
派
の
絵
師
た
ち
や
関
東
画
壇
の
重

鎮
・
谷
文
晁
ら
と
の
交
流
と
、
そ
の
中
で

花
開
い
た
足
立
の
文
人
文
化
に
焦
点
を
当

て
ま
す
。

　

記
者
会
見
で
も
画
像
を
配
布
し
た
た

め
、
新
聞
等
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
展
示

の
目
玉
の
一
つ
と
言
え
る『
西
蛮
画
獣
譜
』

（
せ
い
ば
ん
が
じ
ゅ
う
ふ
）
を
展
覧
会
に

先
立
っ
て
詳
し
く
そ
の
見
ど
こ
ろ
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

■
舩
津
家
に
伝
来
し
た
写
山
楼
資
料

　

今
回
の
展
示
の
中
核
を
な
す
の
が
、
沼

田
村
（
現
・
江
北
）
の
名
主
で
、
谷
文
晁

（
一
七
六
三
～
一
八
四
一
）
に
入
門
し
て

絵
を
学
び
、
絵
師
と
し
て
も
活
動
し
た
舩

津
文
渕
（
久
五
郎
、
一
八
〇
五
～
五
六
）

の
家
に
伝
来
し
た
資
料
の
数
々
で
す
。
そ

の
中
に
は
文
渕
自
身
の
活
動
を
示
す
資
料

に
加
え
、
二
〇
〇
点
を
超
え
る
文
晁
の
工

房
兼
画
塾
「
写
山
楼
（
し
ゃ
ざ
ん
ろ
う
）」

ゆ
か
り
の
粉
本
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

粉
本
（
ふ
ん
ぽ
ん
）
と
は
、
広
義
に
絵

師
の
修
練
の
材
料
と
な
る
絵
手
本
、
自
身

の
制
作
の
参
考
と
す
る
た
め
の
模
本
、
そ

し
て
制
作
の
草
稿
や
下
描
き
段
階
の
稿
本

と
い
っ
た
、
本
画
制
作
の
前
段
階
に
位
置

す
る
も
の
を
総
合
し
た
呼
称
と
し
て
現
在

用
い
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
ど

の
よ
う
な
絵
を
参
考
と
し
、
ど
の
よ
う
な

表
現
を
目
指
し
て
い
た
の
か
と
い
う
絵
師

の
指
針
・
学
習
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
絵

師
あ
る
い
は
一
つ
の
門
派
を
追
究
す
る
上

で
、
極
め
て
重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

　

寛
政
の
改
革
を
断
行
し
た
松
平
定
信
お

抱
え
の
絵
師
と
し
て
、
定
信
の
主
導
す
る

古
文
化
遺
産
の
調
査
に
も
当
た
っ
た
文
晁

は
、そ
の
過
程
で
制
作
し
た
模
写
に
加
え
、

数
多
く
の
粉
本
資
料
を
残
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
て
お
り
、
文
晁
に
学
ん
だ
写
山
楼
一

門
の
手
に
よ
る
模
本
も
含
め
て
、
現
在
全

国
で
、
約
一
七
〇
〇
点
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
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舩
津
家
資
料
中
の
写
山
楼
粉
本
は
、
こ

れ
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も

ポ
ー
ラ
ン
ド
出
身
の
医
者
で
も
あ
る
学

者
、
ヤ
ン
・
ヨ
ン
ス
ト
ン
が
著
わ
し
、

一
七
世
紀
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
博
物

書『
動
物
図
譜
』を
模
写
し
た
二
冊
の『
西

蛮
画
獣
譜
』
は
、
文
晁
・
写
山
楼
に
お
け

る
洋
風
表
現
学
習
の
一
端
を
明
示
す
る
出

色
の
新
出
資
料
な
の
で
す
。

■
『
西
蛮
画
獣
譜
』
の
基
本
情
報

　

舩
津
家
伝
来
の
写
山
楼
資
料
に
は
『
西

蛮
画
獣
譜
』
と
『
西
蛮
画
獣
譜
写
』
と
い

う
二
種
の
『
動
物
図
譜
』
模
写
が
確
認
で

き
ま
す
。
制
作
年
代
は
不
詳
で
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
に
表
題
と
「
畫
學
齊
蔵
弆
」（
が
が

く
さ
い
ぞ
う
き
ょ
）
と
記
さ
れ
た
題
箋
が

表
紙
に
貼
ら
れ
て
お
り
、『
西
蛮
画
獣
譜
』

は
九
頁
に
牛
、
ら
く
だ
、
グ
リ
フ
ィ
ン
な

ど
約
二
〇
種
の
動
物
が
、『
西
蛮
画
獣
譜
』

よ
り
一
回
り
大
き
い
『
西
蛮
画
獣
譜
写
』

に
は
一
二
頁
の
中
に
ラ
イ
オ
ン
、
キ
リ
ン
、

象
、
ユ
ニ
コ
ー
ン
な
ど
約
五
〇
種
の
動
物

の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

両
資
料
の
間
に
は
、
重
複
す
る
同
一
の

動
物
図
像
が
確
認
で
き
、『
西
蛮
画
獣
譜
』

と
『
西
蛮
画
獣
譜
写
』
が
必
ず
し
も
連
結

性
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
を
伺
わ
せ
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
『
動

物
図
譜
』
の
銅
版
に
よ
る
繊
細
精
緻
な
挿

絵
を
、
極
細
の
墨
筆
に
よ
っ
て
細
密
丁
寧

に
写
し
取
っ
て
お
り
、
模
者
の
高
度
な
技

術
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、文
晁
・
写
山
楼
一
門
に
よ
る
『
動

物
図
譜
』
図
像
の
模
写
例
は
、
文
晁
ら
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
縮
画
帖（
個
人
蔵
）

の
中
に
描
か
れ
た
イ
ッ
カ
ク
と
サ
イ
の
図

が
他
に
確
認
さ
れ
て
お
り
、
本
資
料
と
の

関
連
が
考
慮
さ
れ
ま
す
。

■
元
図
と
し
て
の
ヤ
ン
・
ヨ
ン
ス
ト
ン『
動

物
図
譜
』

　
『
西
蛮
画
獣
譜
』
の
元
図
『
動
物
図
譜
』

は
、
原
題
を
「J.Jonstons

N
aeukeurige B

eschryving van de
N

atuur der V
ier-voetige D

ieren

」

と
言
い
、
ラ
テ
ン
語
の
原
書
を
オ
ラ
ン
ダ

語
訳
し
て
、
一
六
六
〇
年
に
ア
ム
ス
テ
ル

ダ
ム
で
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

海
中
生
物
、
鳥
類
、
四
足
動
物
、
昆
虫

の
ほ
か
ユ
ニ
コ
ー
ン
な
ど
の
空
想
動
物
ま

で
を
分
野
別
に
網
羅
し
て
お
り
、
銅
版
画

家
メ
リ
ア
ン
親
子
に
よ
る
精
緻
な
銅
版
挿

絵
と
相
ま
っ
て
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社

会
で
広
く
愛
好
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の『
動
物
図
譜
』は
寛
文
三（
一
六
六
三
）

年
、
四
代
将
軍
家
綱
へ
の
献
上
品
の
一
つ

と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
人
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
イ

ン
デ
ィ
ク
（H

endrick�Indijck

）
に
よ
っ

て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
将
軍
家
の
書
庫

で
あ
る
楓
山
文
庫
に
収
め
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
、
本
草

学
者
・
平
賀
源
内
が
家
財
を
売
り
払
っ
て

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
か
ら
同
じ
書
物
を
入
手

し
た
こ
と
が
、
源
内
と
親
交
の
深
い
絵
師
・

司
馬
紅
漢
（
し
ば�

こ
う
か
ん
）
に
よ
っ
て

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
日
本
に
少
な
く
と
も
二
冊
伝

来
し
た
『
動
物
図
譜
』
は
、
宗
紫
石
（
そ

う�

し
せ
き
）
や
司
馬
紅
漢
、
石
川
大
浪

（
い
し
か
わ�

た
い
ろ
う
）
と
い
っ
た
、
従
来

の
日
本
画
的
表
現
を
脱
し
て
、
リ
ア
リ
ズ

ム
を
伴
っ
た
「
洋
風
表
現
」
の
導
入
と
研

鑽
に
邁
進
し
て
い
た
絵
師
た
ち
の
格
好
の

教
材
と
な
り
、
文
晁
が
絵
師
と
し
て
の
活

動
を
本
格
化
さ
せ
る
安
永
（
一
七
七
二
～

八
〇
）
の
頃
に
は
、
西
洋
表
現
の
学
習
を

志
す
絵
師
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
と

図
像
が
あ
る
程
度
認
知
さ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
舩
津
家
伝
来
の
二
冊

の
『
西
蛮
画
獣
譜
』
は
、こ
う
い
っ
た
『
動

物
図
譜
』
を
介
し
た
江
戸
中
後
期
の
絵
師

た
ち
に
よ
る
洋
風
画
研
鑽
の
流
れ
の
中
に

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

■
『
西
蛮
画
獣
譜
』
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

　

文
晁
の
洋
風
表
現
の
学
習
過
程
を
示
す

資
料
と
し
て
特
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、

享
和
七
（
一
七
二
二
）
年
に
八
代
将
軍
吉

宗
が
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
に
発
注
し
、
江
戸

の
五
百
羅
漢
寺
に
下
賜
し
た
フ
ァ
ン
・
ロ

イ
エ
ン
の
油
彩
画
を
元
図
と
す
る
文
晁
の

模
写
作
品
《
フ
ァ
ン
・
ロ
イ
エ
ン
筆
花
鳥

図
模
写
》（
制
作
年
不
詳
、
神
戸
市
立
博

物
館
蔵
）
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
《
フ
ァ

ン
・
ロ
イ
エ
ン
筆
花
鳥
図
模
写
》
は
、フ
ァ

ン
・
ロ
イ
エ
ン
の
原
画
そ
の
も
の
の
写
し

で
は
な
く
、
江
戸
の
洋
風
画
家
・
石
川
大

浪
・
孟
高
兄
弟
に
よ
る
模
写
を
文
晁
が
さ

ら
に
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
一
模
者
で
あ
る
石
川
大
浪
は
、
幕
府

大
番
役
を
務
め
た
旗
本
で
あ
る
と
共
に
、

洋
風
画
法
に
熟
達
し
た
絵
師
で
も
あ
り
、

洋
風
画
法
を
教
授
す
る
な
ど
、
文
晁
と
親

し
く
交
流
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
こ
の
大
浪
も
ま
た
、
文
晁

が
定
信
の
お
抱
え
と
な
る
前
の
寛
政
元

（
一
七
八
九
）
年
に
、『
動
物
図
譜
』
の
ラ

イ
オ
ン
の
図
像
を
扇
面
に
模
写
し
た
《
ラ

イ
オ
ン
図
》（
一
七
八
九
年
、
府
中
市
美

術
館
寄
託
）
を
描
い
て
お
り
、
楓
山
文
庫

か
源
内
所
蔵
、も
し
く
は
そ
れ
以
外
の『
動

物
図
譜
』
を
眼
前
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
の
で
す
。

　

舩
津
家
伝
来
の
『
西
蛮
画
獣
譜
』
の
制

作
背
景
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
文
晁
と
大

浪
の
交
流
が
関
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

�

（
郷
土
博
物
館 

専
門
員
）『西蛮画獣譜』より「一角獣図」（舩津家蔵）


