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特
集

日
本
画
の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー

田
島
達
也

日
本
画
が
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
る
。日
本
画
の
展
覧
会

は
今
も
さ
ま
ざ
ま
に
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、往
年
の
昭
和
の

巨
匠
た
ち
は
世
を
去
っ
て
久
し
く
、以
前
ほ
ど
の
勢
い
は
感

じ
ら
れ
な
い
。

し
か
し
日
本
画
が
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
の
は
、そ
の
伝

統
性
や
後
進
性
へ
の
批
判
は
明
治
時
代
か
ら
あ
り
、戦
後
に

も「
日
本
画
滅
亡
論
」な
ど
の
議
論
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、な
く
な
る
ど
こ
ろ
か
逆
に
大
き
な
繁
栄
を
見
せ
て
き
た

と
い
う「
戦
果
」が
あ
る
こ
と
だ
。素
材
や
技
法
の
縛
り
は
、明

治
か
ら
こ
の
か
た
、日
本
画
が
同
時
代
の
美
術
で
あ
る
こ
と

の
妨
げ
に
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。だ
と
す
れ
ば
、令
和
の
日

本
画
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
時
代
を
乗
り
こ
え
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。

日
本
画
は
終
わ
っ
た
？

近
年
の
日
本
画
に
関
す
る
言
説

で
注
目
し
て
い
る
の
は「
日
本
画
は
終
わ
っ
た
」論
で
あ
る
。

古
田
亮
著『
日
本
画
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』と
い
う
日
本
画
の

通
史
は
、「
日
本
画
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」と
過
去
形
で
語
ら

れ
て
い
る
。正
確
に
は
、そ
こ
で
言
う
日
本
画
と
は
明
治
期
に

成
立
し
た
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
近
代
日
本
画
の
こ
と
で
あ
っ

て
、現
代
の
日
本
画
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
す
べ
て
ダ
メ
だ
と

い
う
論
で
は
な
い
。筆
者
個
人
と
し
て
も
、現
代
の
日
本
画
を

明
治
の
絵
画
と
一
連
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
っ

た
の
で
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
日
本
の
伝
統
的
な
素
材
・
技
法
で

描
か
れ
る
絵
画
は
ど
の
時
代
の
作
品
も
日
本
画
と
普
通
に
呼

ん
で
い
た
。し
か
し
北
澤
憲
昭
・
佐
藤
道
信
ら
に
よ
る
近
代
の

諸
制
度
や
文
化
の
概
念
を
見
直
す
研
究
の
中
で
、日
本
画
と

い
う
の
は
近
代
に
生
ま
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ

た
。一
九
九
〇
年
代
以
降
の
美
術
史
界
隈
で
は
、日
本
画
と
呼

ぶ
の
は
明
治
以
降
の
作
品
に
限
定
し
、そ
れ
以
前
の
も
の
は

日
本
絵
画
と
呼
び
分
け
る
こ
と
が
習
慣
化
し
た
。

近
代
の
日
本
画
は
た
だ
の
伝
統
絵
画
で
は
な
く
、西
洋
の

美
術
の
概
念
や
制
度
を
取
り
入
れ
て
洋
画
と
と
も
に
成
立
し

た
近
代
美
術
で
あ
る
、と
い
う
定
義
は
説
得
力
が
あ
り
、広
く

普
及
し
て
現
在
に
至
る
。し
か
し
、そ
う
し
た
意
味
の
日
本
画

は
、明
治
を
越
え
大
正
を
越
え
、昭
和
初
期
、そ
し
て
戦
後
ま

で
同
じ
名
前
で
呼
ば
れ
続
け
て
今
に
至
る
と
こ
ろ
で
大
き
な

問
題
が
生
じ
て
い
る
。そ
の
問
題
と
は
、日
本
画
の
始
ま
り
は

示
さ
れ
た
が
、終
わ
り
に
つ
い
て
共
通
認
識
が
な
い
こ
と
で

あ
る
。こ
の
間
、基
底
材
も
絵
具
も
技
法
も
変
化
を
積
み
重
ね

た
。掛
軸
は
額
に
変
わ
り
、絵
絹
は
雲
肌
麻
紙
と
い
う
新
し
い

素
材
に
変
わ
り
、筆
墨
技
法
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
た
。彩
色
は

新
岩
絵
具
の
普
及
に
よ
り
画
面
全
体
を
厚
み
の
あ
る
顔
料
で

覆
い
尽
く
す
よ
う
に
な
り
、洋
画
と
違
い
が
わ
か
ら
な
い
と

い
う
声
も
多
い
。

日
展
・
院
展
な
ど
の
日
本
画
は
岩
彩
の
絵
画
と
し
て
固
定

し
て
い
き
、そ
の
一
方
で
伝
統
的
で
は
な
い
画
材
を
用
い
る

作
品
も
現
れ
た
。そ
の
た
め
昭
和
後
期
・
平
成
初
期
に
は「
日

本
画
と
は
何
か
」と
い
う
問
題
に
関
心
が
高
ま
り
、展
覧
会
や

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。日
本
画
と
は
何
か
、

と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
問
わ
れ
る
か
ら
に
は
、曲
が
り

な
り
に
も
そ
の
対
象
と
な
る
美
術
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が

前
提
と
な
る
。二
〇
〇
三
年
に
多
く
の
日
本
美
術
研
究
者
・
関

係
者
を
集
め
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、二
〇
〇
四
年
に

出
版
さ
れ
た『「
日
本
画
」内
と
外
の
あ
い
だ
で
』を
読
む
と
、

こ
の
時
点
で
は
ま
だ
近
代
日
本
画
と
、同
時
代
す
な
わ
ち
平

成
の「
日
本
画
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
」を
別
物
と
断
言
す
る

論
者
は
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
。名
前
が
変
わ
ら
な
い
ま
ま

実
体
が
変
化
し
て
い
く
日
本
画
に
対
し
、「
膠
彩
画
」な
ど
の

呼
び
替
え
が
提
案
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
比
較
的
は
っ
き
り
近
代
と
現
代
を
分
け
て
い
る

の
は
古
田
亮
で
、「
そ
れ（
現
代
日
本
画
）が
明
治
に
生
ま
れ
た

「
日
本
画
」が
か
た
ち
を
変
え
つ
つ
成
長
し
続
け
た
結
果
で
あ

る
と
見
な
す
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
」と
言
う
。古
田
は
二

〇
一
八
年
出
版
の『
日
本
画
と
は
何
だ
っ
た
の
か

―
近
代

日
本
画
史
論
』の
中
で
も
、近
代
に
成
立
し
た
日
本
画
は
昭
和

三
〇
年
代
か
ら
徐
々
に
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
き
た
と
述
べ

る
。長
く
日
本
画
を
扱
う
美
術
館
に
勤
務
す
る
野
地
耕
一
郎

も「
日
本
画
山
脈
と「
日
本
画
」興
亡
史
」で
一
八
八
〇
年
代
か

ら
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
百
年
間
が
日
本
画
が
有
効
だ
っ
た

時
代
と
し
、現
在
は
歷
史
と
素
材
に
支
え
ら
れ
た
名
前
は
ま

だ
な
い
絵
画
へ
の
分
節
点
で
あ
る
と
す
る
。

ポ
ス
ト「
日
本
画
」時
代
の
日
本
画

近
代
日
本
画
は
終
わ

っ
た
、と
い
う
テ
ー
ゼ
を
受
け
入
れ
て
み
る
と
、こ
こ
か
ら
い

ろ
い
ろ
新
し
い
こ
と
が
言
え
そ
う
だ
。日
本
画
は
終
わ
っ
て

い
る
と
い
う
批
判
に
対
し
、終
わ
っ
た
の
は
近
代
日
本
画
で

あ
っ
て
、広
義
の
日
本
画
は
終
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
主
張

が
で
き
る
だ
ろ
う
。公
募
展
の
因
襲
性
や
、保
守
的
な
市
場
な

ど
、ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
問
題
は
様
々
あ
る
が
、そ
れ
ら
は
近
代
日

本
画
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、む
し
ろ
現
代
の
日
本
画
は

「
始
ま
っ
て
い
る
」と
前
向
き
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
�
）
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で
は
な
い
か
、と
。

さ
ら
に
い
え
ば
、日
本
画
は
本
当
に
明
治
前
期
に「
誕
生
」

し
た
の
か
と
い
う
問
い
も
あ
ら
た
め
て
浮
上
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。学
生
時
代
か
ら
京
都
の
美
術
と
関
わ
っ
て
き

た
筆
者
に
は
、日
本
画
誕
生
の
図
式
に
ず
っ
と
引
っ
か
か
る

も
の
を
感
じ
て
き
た
。江
戸
時
代
中
期
の
円
山
応
挙
以
来
、京

都
で
は
写
生
画
の
画
家
を
中
心
に
画
壇
を
形
成
し
幕
末
の
中

心
画
家
の
多
く
が
明
治
に
移
行
し
緩
や
か
に
変
化
し
た
。フ

ェ
ノ
ロ
サ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
確
か
に
あ
っ
た
も
の
の
、東
京

の
よ
う
に「
異
な
る
絵
画
ジ
ャ
ン
ル
を
統
合
し
て
新
し
い
日

本
画
が
で
き
た
」と
い
う
実
感
は
少
な
い
。筆
者
が
二
〇
一
〇

年
に「
京
都
日
本
画
の
誕
生
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
展
覧
会
を

行
い
、京
都
日
本
画
の
起
点
に
応
挙
の《
牡
丹
孔
雀
図
》（
相
国

寺
蔵
）を
置
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

京
都
日
本
画
の
ほ
か
に
も
、東
京
の
旧
派
、近
代
の
南
画
、

「
商
業
美
術
家
」な
ど
、日
本
画
誕
生
の
物
語
か
ら
こ
ぼ
れ
落

ち
が
ち
な
作
者
や
ジ
ャ
ン
ル
の
再
評
価
も
近
年
で
は
進
ん
で

い
る
。三
瀬
夏
之
介
ら
の「
東
北
画
」や
小
金
沢
智
ら
の「
た
え

て
日
本
画
の
な
か
り
せ
ば
」な
ど
が
生
ま
れ
て
き
た
の
も
、単

線
的
な
日
本
画
史
の
タ
ガ
が
緩
ん
で
き
て
い
る
こ
と
と
無
縁

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

現
代
の
日
本
画
家
に
と
っ
て
も
、日
本
画
＝
近
代
日
本
画

と
い
う
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
意
味
は
大
き
い
。日
本
画
の

専
攻
で
学
び
日
本
画
の
公
募
展
に
出
品
す
れ
ば
否
応
な
く
日

本
画
家
と
い
う
肩
書
が
つ
く
。こ
の
肩
書
に
対
し
、「
日
本
画

と
は
近
世
以
前
の
絵
画
と
は
異
な
る
近
代
美
術
で
あ
っ
て
、

近
代
日
本
の
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
と
不
可

分
で
あ
り
、国
粋
主
義
、帝
国
主
義
と
も
関
わ
り
を
持
ち
な
が

ら
続
い
て
き
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
」と
言
わ
れ
た
ら
、ち
ょ
っ

と
背
負
い
き
れ
な
い
も
の
を
感
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
。マ
ン
ガ

や
ア
ニ
メ
、ゲ
ー
ム
を
通
じ
て
育
ち
、伊
藤
若
冲
な
ど
の
近
世

絵
画
に
関
心
を
持
っ
て
日
本
画
専
攻
の
門
を
叩
い
た
学
生
は
、

道
を
間
違
っ
た
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

継
承
さ
れ
た
日
本
画
技
法
を
歴
史
的
な
視
点
か
ら
相
対
化

す
る
こ
と
で
、現
代
の
日
本
画
を
作
ろ
う
と
す
る
人
の
選
択

の
自
由
度
は
増
し
て
い
る
。戦
後
長
く「
世
界
性
に
立
脚
」を

奉
じ
て
き
た
我
が
大
学
で
は
、模
写
以
外
で
日
本
の
古
典
的

な
技
法
や
モ
チ
ー
フ
に
取
り
組
も
う
と
す
る
画
家
は
異
端
と

見
な
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
。本
誌
前
号
裏
表
紙
で
筆
者
は
筆
墨

技
法
を
使
い
こ
な
す
現
代
日
本
画
家
と
し
て
服
部
し
ほ
り
を

紹
介
し
た
。彼
女
が
卒
業
し
た
の
は
、わ
ず
か
十
数
年
前
の
こ

と
で
あ
る
。そ
れ
で
も
肥
瘦
を
生
か
し
た
墨
線
で
描
き
上
げ
る

表
現
は
当
時
の
日
本
画
研
究
室
の
中
で
完
全
に
異
端
だ
っ
た
。

地
図
の
な
い
時
代

今
日
で
は
伝
統
的
な
技
法
を
使
う
こ

と
に
も
、現
代
美
術
的
手
法
を
取
り
入
れ
る
に
も
抵
抗
感
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。そ
の
一
方
で
自
身
の
現
在
位
置
を
ど
う
捉

え
る
か
は
難
し
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。官
展
や
公
募

団
体
展
が
強
か
っ
た
時
代
で
あ
れ
ば
、入
選
・
受
賞
の
よ
う
な

目
標
は
定
め
や
す
い
し
、逆
に
仮
想
敵
も
わ
か
り
や
す
い
。今

は
明
確
な
目
標
も
仮
想
的
も
見
え
に
く
い
。大
ま
か
に
見
て
、

墨
や
膠
な
ど
素
材
に
対
す
る
関
心
、薄
塗
り
や
絹
本
な
ど
か

つ
て
の
技
法
を
見
直
す
動
き
が
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
感
じ

ら
れ
る
が
、一
方
で
よ
り
現
代
的
な
表
現
も
模
索
さ
れ
て
い

る
。作
家
も
、そ
し
て
美
術
史
家
も
、い
ま
だ
現
在
の
日
本
画

に
対
し
て
地
図
を
描
き
か
ね
て
い
る
状
況
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。近
代
日
本
画
に
対
し「
終
わ
っ
た
」と
言
い

っ
ぱ
な
し
で
は
美
術
史
に
携
わ
る
も
の
と
し
て
責
任
を
果
た

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。ま
ず
は
現
代
の
状
況
を

あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
い
う
の
が
本

特
集
に
至
っ
た
意
図
で
あ
る
。

本
特
集
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る「
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」と
い
う

言
葉
は
直
訳
す
れ
ば
地
形
図
と
な
る
。地
図
で
は
な
く
地
形

図
と
し
た
の
は
、こ
じ
つ
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、日
本

美
術
史
を
も
と
に
し
た
二
次
元
的
デ
ー
タ
に
、海
外
の
視
点

や
、作
り
手
の
視
点
、サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
視
点
を
加
え
る
こ

と
で
立
体
的
に
見
て
み
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

註（
1
）古
田
亮『
日
本
画
と
は
何
だ
っ
た
の
か

―
近
代
日
本
画
史
論
』角
川
選
書

596

、二
〇
一
八
年
。

（
2
）北
澤
憲
昭『
目
の
神
殿

―「
美
術
」受
容
史
ノ
ー
ト
』美
術
出
版
社
、一
九

八
九
年
、佐
藤
道
信『〈
日
本
美
術
〉誕
生

―
近
代
日
本
の「
こ
と
ば
」と
戦

略
』講
談
社
選
書
メ
チ
エ
92
、一
九
九
六
年
、な
ど
。

（
3
）「
日
本
画
」シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
集
編
集
委
員
会
編『「
日
本
画
」内
と
外
の

あ
い
だ
で

―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム〈
転
位
す
る「
日
本
画
」〉記
録
集
』ブ
リ
ュ

ッ
ケ
、二
〇
〇
四
年
。

（
�
）「
日
本
画
山
脈
再
生
と
革
新
〜
逆
襲
の
最
前
線
」展
図
録
、二
〇
一
七
年
、

新
見
美
術
館
ほ
か
。

（
5
）田
島
達
也
監
修『
京
都
市
立
芸
術
大
学
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
京
都
日
本

画
の
誕
生
巨
匠
た
ち
の
挑
戦
』京
都
市
立
芸
術
大
学
・
毎
日
新
聞
社
、二
〇

一
〇
年
。会
場
は
京
都
市
美
術
館
。

（
6
）山
下
裕
二『
商
業
美
術
家
の
逆
襲

―
も
う
一
つ
の
日
本
美
術
史
』Ｎ
Ｈ
Ｋ

出
版
新
書666

、二
〇
二
一
年
。

（
�
）小
金
沢
智
・
名
塚
雅
絵
・
高
見
澤
な
ご
み
編『
東
北
画
は
可
能
か
？
』美
術
出

版
社
、二
〇
二
二
年
。

（
8
）パ
ラ
レ
ル
モ
ダ
ン
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
展
覧
会
。「
た
え
て
日
本
画
の

な
か
り
せ
ば��

上
野
恩
賜
公
園
篇
」二
〇
二
一
年
、「
た
え
て
日
本
画
の
な

か
り
せ
ば��

東
京
都
美
術
館
篇
」。パ
ラ
レ
ル
モ
ダ
ン
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と

は
近
代（N

PEFSO

）の
並
行
世
界（QBSBMMFM

）へ
の
想
像
力
を
通
し
、近
代
化

を
経
た
現
代
の
捉
え
直
し
を
試
み
る
思
考
実
験
を
行
う
研
究
会（X

PSL�
TIPQ

）。

（
9
）美
術
団
体「
創
造
美
術
」結
成
の
宣
言
文（
一
九
四
八
年
）の
一
部
。

（
10
）田
島
達
也「
裏
表
紙
解
説��

服
部
し
ほ
り《
立
て
ば
芍
薬
》」『
美
術
フ
ォ
ー

ラ
ム
21
』第
�9
号
、二
〇
二
四
年
。

＊
本
特
集
は
、公
益
財
団
法
人
き
ょ
う
と
視
覚
文
化
振
興
財
団
に
よ
る
二
〇
二

三
年
度
視
覚
文
化
研
究
会
Ｂ（
研
究
員
：
田
島
達
也
、ジ
ョ
ン
・
シ
ョ
ス
タ
ッ
ク
、

呉
孟
晋
、植
田
彩
芳
子
）の
成
果
を
田
島
が
と
り
ま
と
め
、編
集
に
あ
た
っ
た

も
の
で
あ
る
。
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