
◎

覽
會
の
洋
畵
で
す
か

私
の
看
た

で
は
案
外
で
し
た
と
言
ふ
の
は
第
一
に
出
品
點
數
が
至
つ
て
少
い

第
二
に
立

な
畵
が
稀
少
で
あ
る
こ
と
で
す

特
に
洋
畵
界
の
各
家
の
作
と
云
ふ
の
が
非
常
に
少
い
の
は

で
し
た

洋
畵
界
の
中
心
と
な

る

は
今
日
で
は
無
論
東
京
で
あ
る
が
其
の
東
京
の
人
々
が
一
向
氣
乘
り
が
し
な
か
つ
た
の
は
事
實
の
や
う
で
す

氣
乘
り
が

し
な
い
か
ら
從
つ
て
出
品
も
少
く
て
見
渡
す
限
り
第
二
流
以
下
の
作
家
が
多
く
な
つ
た
の
で
す

私
な
ど
も
彼
地
に
行
つ
て
始

め
て

覽
會
が
開
け
る
と
言
ふ
景
氣
を
見
た
の
で
こ
れ
な
ら
ば
何
か
出
品
し
た
ら
ば
宜
し
か
つ
た
と
後
悔
し
た
位
で
す

ら
く

は
他
の
東
京
の
人
々
も
同
じ

を

し
た

で
あ
り
ま
せ
う

◎
新
聞
で
御
存
知
の

り
鑑
査
出
願
の
數
が
百
十
二
點
で

第
し
た
の
が

に
四
十
七
點
で
し
た

此
の

の

覽
會
の
時

に
も
出
品
許
可
を
得
た
の
は
此
の
位
で
あ
つ
た
と
覺
へ
て
居
ま
す
が

と
比

し
て
は
甚
だ
小
數
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
り
ま

す
ま
い

◎
無
論

回
よ
り
も

步
し
て
居
り
ま
す
が
槪

す
れ
ば
幼
稚
の
譏
は
免
れ
ま
い
と
思
い
ま
す

早
い
話
が
何
か
新
ら
し
い

硏
究
を
始
め
て
居
る
や
う
な
跡
は
毫
も

め
る

が
出
來
ぬ

只
ま
あ
塗
り
さ
へ
し
た
な
ら
ば
油
繪
が
出
來
る
も
の
と
心
得
て
居

る
ら
し
い
の
で
す
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◎
繪
を
か
く
の
は
只
塗
れ
ば
出
來
る
も
の
で
は
な
い
事
は
明
白
な
事
で
あ
る
が
多
く
は
無
意
義
に

つ
て
居
る
や
う
で
す

目

的
な
し
に
繪
が
出
來
る
筈
が
な
い

如
何
に
無
意
義
の
も
の
で
も
結
果
か
ら
見
れ
ば
何
か
意
義
が
現
れ
て
居
る
や
う
な
も
の
で

畵
家
た
る
も
の
が
漫
然
刷
毛
を
持
つ
た
か
ら
と
て
决
し
て
繪
ら
し
い
繪
が
出
來
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ

仝
じ
く
自
然
の
風

景
に
對
し
て
も
何
う
い
ふ

或
は
如
何

な
趣
を
表
現
し
や
う
と
い
ふ
考
が
無
か
つ
た
な
ら
ば
恰
も

章
を
作
る
時
に
出

た
ら
目
に

字
を
列
べ
た
と
同
じ
拙
劣
醜
陋
な
結
果
が
生
ず
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ

◎
日
本
の
洋
畵
が
槪
し
て
色

が
ば
ら
〳
〵
に
な
つ
て
居
る
と
言
ふ
の
は
洵
に
見
惡
い
缺
點
で
あ
り
ま
す

吾
々
が
風
景
に
接

す
る
塲
合
に
は
决
し
て
箇
々
獨
立
の
山
川
草
木
を
見
な
い

然
る
に
油
繪
中
に
は
彼
處
に
は
木
此
處
に
は
草
或
は

と
い
ふ

や
う
に
種
々
の
物
が
箝
細
工
的
に
配
列
さ
れ
て
あ
る

即
ち
色

が
一
躰
と
し
て
融
和
さ
れ
て
莫
い

自
然
界
の
物
が
吾
々
の

眼
に
映
ず
る
塲
合
に
は
一
躰
と
し
て

和
あ
る
も
の
と
し
て
一
致
あ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
は
瞭
か
な
こ
と
で
此
の
點

を
示
す
の
が
油
繪
の
妙
處
で
あ
り
ま
す

◎
兎
角
日
本
の
油
繪
の
顏
料
は
離
れ
易
い

こ
れ
は
東
洋
の

氣
の

合
に
も
由
る

で
あ
り
ま
せ
う
が
他
の
一
原
因
は
幼

少
の
折
か
ら
日
本
畵
を
見
馴
れ
て
居
る

で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す

日
本
畵
を

じ
て
風
景
を
見
る

言
ひ
換
へ
れ
ば
山
水
を
見

て
も
日
本
畵

す
る

慣
が
依
然
と
し
て
傳
は
つ
て
居
る
か
ら
で
あ
り
ま
せ
う

◎
佛
蘭
西
の

謂
印
象

と
い
ふ
の
が
此
の

點
即
ち
一
致

和
あ
る

を
現
し
出
さ
う
と
勉
め
た
一

で
す

勿
論
後
に
は

獘
も
生
じ
ま
し
た
が
其
の
精
神
は
决
し
て
惡
く
な
い

私
の
師
と
し
た
コ
ラ
ン
氏
は
實
に
穩

な
考
を
持
つ
て
居
ら
れ
た
の
で

今
日
の
印
象

の
如
く
極
端
に
走
ら
ず
さ
り
と
て
舊

の
や
う
に
實
際
の

を
棄
て
る
や
う
の
事
も
な
い
の
で
す

こ
れ
は
至
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極
穩
當
の
考
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す

故
に
コ
ラ
ン
氏
は

正
の
印
象

で
あ
る
と
申
し
て
も
宜
し
い

が
今
日
印
象

と
稱
す

る
人
々
と
は
大
に
異
る

が
あ
る
の
で
す

◎
英
吉
利
の
畵
界
で
は
依
然
と
し
て
中
古
を
慕
ふ
風
が
あ
る
や
う
に
見
受
け
ま
す

こ
れ
は
ラ
フ
ア
エ
ル

の
影

で
あ
り

ま
せ
う

御
存
知
の

り
此
の
一

は
ラ
フ
ア
エ
ル
以

の
發

し
な
い
繪
を
模
倣
し
た
の
で
す

發

し
な
い
と
言
ふ
て
も
其

の
不
完

な
形
の

に
は
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
味
か
あ
る

古
畵
の
妙
味
之
れ
は
一
種
特
別
の
意
義
を
有
し
て
居
る
の
で
骨
董
的

嗜
好
と
言
へ
ば
其
れ

で
す
が
實
際
面
白
い

が
あ
る

是
れ
を
模
倣
し
た
の
が
ロ
ゼ
ツ
チ

の
一

で
隨

影

も
廣
い
の
で

す

今
日
の
ヌ

ボ

式
な
ど
も
其
の
影

を
受
け
て
居
る
の
で
す

◎
佛
蘭
西
の
畵
界
で
一
つ
美
し
い
風

か
あ
る

そ
れ
は
師
弟
の
間
柄
は
立

な
區
別
が
あ
つ
て
師
は
弟
子
を
愛
し
弟
子

は
何
時

も
師
を
師
と
し
て
敬
ふ

長
幼
の
別
も
明
か
で
後

が
た
と
ひ

に
於
い
て
優
等
で
あ
る
か
ら
と
て
先
輩
に
對

し
て
競
爭
が
ま
し
い

も
せ
ず
ま
し
て
不

の
態
度
を
示
す
な
ど
の
事
は
斷
じ
て
な
い

そ
れ
か
ら
同
窓
間
で
も
非
常
に
睦
じ

い
も
の
で
嫉
妬
猜
忌
な
ど
の
惡

は

に

め
な
い
こ
れ
は
實
に
美
し
い
風

で
我
が

な
ど
も
是
れ
に
倣
ふ
が
宜
し
か
ら

う
と
思
ひ
ま
す

◎
話
が
橫
へ
そ
れ
た
が
マ
ア
今
回
の

覽
會
の
洋
畵
と
い
ふ
も
の
は
忌
憚
な
く
言
ふ
と
思
つ
た
よ
り
は
傑
作
が
無
い
と
申
す

外
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す

『
太
陽
』九
四 

明
治
三
六
年
四
月

明
治
三
六
年
三
月
一
日
か
ら
七
月
三
一
日
ま
で
大
阪
に
て
開
催
さ
れ
た
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品
の
洋
画
に
対
す
る
評
で
あ
る

黒
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は
同
博
覧
会
第
十
部（
美
術
工
芸
）第
二
科（
洋
画
）の
鑑
査
員
・
審
査
官
を
正
木
直
彦（
主
任
）
久
米
桂
一
郎
松
岡
寿
浅
井
忠
と
と
も
に
つ
と

め
和
田
英
作
の《
こ
だ
ま
》
岡
田
三
郎
助
の《
読
書
》が
二
等
賞
を
受
賞
し
た
が
本
文
献
に
も
あ
る
よ
う
に
洋
画
の
出
品
は
概
し
て
低
調

と
さ
れ
た

同
博
覧
会
の
美
術
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
は
丹
尾
安
典「
和
田
英
作－

世
紀
末
の
こ
だ
ま
」（
早
稲
田
大
学
比
較
文
学
研
究
室

『
比
較
文
学
年
誌
』二
一 

昭
和
六
〇
年
三
月
）
『
日
本
美
術
院
百
年
史
』二
巻
下（
平
成
二
年
一
二
月 

四
三
六

四
五
九
頁
）を
参
照


