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師
匠
・
廣
業
は
、
古
典
的
な
日
本
画
の
技

法
の
中
に
西
洋
画
の
表
現
も
加
え
た
折
衷
的

な
画
法
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

九
浦
も
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
正
岡
子
規

の
影
響
に
よ
る
自
然
主
義
的
な
世
界
の
捉
え

方
を
自
身
の
画
風
に
持
ち
込
ん
だ
点
に
独
自

性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
動
植

物
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
も
特
徴
的
で
、
《
山

稼
ぎ
》（
１
９
５
５
年
）
や
自
画
像
で
あ
る

《
Ｋ
氏
愛
猫
》（
１
９
５
４
年
）
は
、
人
物
画

で
あ
り
な
が
ら
植
物
や
猫
の
姿
ま
で
克
明
に

描
写
し
て
い
ま
す
。
自
宅
で
猿
を
飼
っ
て
い

た
こ
と
が
あ
る
と
随
筆
で
明
か
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ど
う
や
ら
生
き

物
に
対
す
る
愛
情
も
深
か
っ
た
よ
う
で
す
。

関
東
大
震
災
を
機
に

混
乱
す
る
都
会
を
離
れ

田
園
が
ひ
ろ
が
る
武
蔵
野
へ

　
九
浦
が
武
蔵
野
市
に
移
り
住
ん
だ
の
は
大

日
本
画
壇
の
重
鎮
が

長
年
暮
ら
し
た
自
邸
は

市
民
活
動
の
拠
点
・
コ
ミ
セ
ン
に

　
明
治
・
大
正
・
昭
和
期
に
か
け
て
活
動
し
、

歴
史
人
物
画
の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
た
画

家
・
野
田
九
浦
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
武

蔵
野
市
吉
祥
寺
東
町
１
丁
目
に
建
つ
「
吉
祥

寺
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」
は
「
九
浦

の
家
」
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

こ
は
九
浦
が
大
正
13
（
１
９
２
４
）
年
か
ら

昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
に
91

歳
で
死
去
す

る
ま
で
住
ん
で
い
た
自
邸
が
あ
っ
た
場
所
で

す
。

　
九
浦
の
死
後
、
市
が
買
い
上
げ
た
土
地
は
、

昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
か
ら
「
野
田
記
念

公
園
」
と
し
て
開
放
さ
れ
、
そ
の
後
、
昭
和

53
（
１
９
７
８
）
年
、
市
内
で
４
番
目
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
建
設
は
設
計
段

階
か
ら
市
と
市
民
と
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て

の
父
・
黒
田
清せ

い

輝き

な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
設

立
し
た
白
馬
会
洋
画
研
究
所
に
通
い
デ
ッ
サ

ン
を
学
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
18

歳
か
ら
23

歳
ま
で
正
岡
子
規
か
ら
俳
句
を
学
ん
で
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
明
治
40
（
１
９
０

７
）
年
、
国
が
設
立
し
た
官
費
に
よ
る
展
覧

会
「
文
展
」
（
文
部
省
美
術
展
覧
会
）
の
第

１
回
に
九
浦
が
出
展
し
た
《
辻
説
法
》
（
東

京
国
立
近
代
美
術
館
蔵
）
が
最
高
賞
を
受
賞
。

九
浦
、
28

歳
の
と
き
で
し
た
。

　
同
じ
年
、
九
浦
は
大
阪
朝
日
新
聞
社
に
入

社
し
、
夏
目
漱
石
の
『
抗
夫
』
の
挿
絵
を
手

が
け
る
な
ど
、
活
動
の
幅
を
広
げ
て
い
き
ま

す
。
そ
の
後
の
文
展
〔
後
に
「
帝
展
」（
帝
国

美
術
院
展
覧
会
）
に
か
わ
る
〕
で
も
定
期
的

に
作
品
を
発
表
し
続
け
、
画
塾
を
設
立
し
て

後
進
の
指
導
に
も
あ
た
り
ま
し
た
。
あ
わ
せ

て
各
展
で
審
査
員
を
務
め
、
金
沢
美
術
工
芸

短
期
大
学
（
金
沢
美
術
工
芸
大
学
へ
移
行
）

で
教
鞭
を
と
る
な
ど
、
日
本
画
壇
に
い
く
つ

も
の
功
績
を
残
し
て
い
き
ま
す
。

協力／武蔵野ふるさと歴史館、武蔵野市立吉祥寺美術館

進
め
ら
れ
、
「
九
浦
さ
ん
が
大
事
に
し
て
い

た
も
の
を
で
き
る
だ
け
残
し
た
い
」
と
い
う

市
民
の
声
が
反
映
さ
れ
、
庭
は
九
浦
が
住
ん

で
い
た
当
時
の
雰
囲
気
を
可
能
な
限
り
残
し

た
状
態
で
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
。
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
も
、
九
浦
が
武
蔵
野
市
民
に
尊

敬
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

日
本
画
壇
に
確
か
な
功
績
を
残
し

後
進
の
指
導
に
も
あ
た
る

　
さ
て
、
九
浦
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
画
家

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
明
治
12
（
１
８
７
９
）
年
、
東
京
・
下
谷

上
根
岸
に
生
ま
れ
た
九
浦
は
、
父
・
鷹
雄
の

函
館
税
関
長
任
官
に
伴
い
北
海
道
へ
移
住
。

明
治
28
（
１
８
９
５
）
年
、
当
時
画
壇
で
名

を
は
せ
て
い
た
寺
崎
廣こ

う

業ぎ
ょ
う

の
門
下
生
に
な
り

上
京
し
、
東
京
美
術
学
校
（
東
京
藝
術
大
学

の
前
身
）
に
入
学
し
ま
す
。
中
退
後
、
日
本

美
術
院
の
研
究
生
と
な
り
、
日
本
近
代
洋
画

武
蔵
野
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ

取材・文／さくらい伸

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
50

年
近
く
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
に
暮
ら
し
た
画
家
・
野
田
九

き
ゅ
う

浦ほ

。

描
線
を
大
切
に
し
た
堅
実
な
画
風
で
多
く
の
優
れ
た
作
品
を
残
し
、

日
本
画
壇
の
重
鎮
と
し
て
後
進
の
指
導
に
も
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。

没
後
50

年
を
経
た
今
、
九
浦
と
武
蔵
野
市
と
の
つ
な
が
り
を
改
め
て
見
つ
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

画
家
・
野
田
九
浦
が
暮
ら
し
た
吉
祥
寺

野田九浦肖像

撮影：1950年代
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正
13
（
１
９
２
４
）
年
の
こ
と
。
関
東
大
震

災
で
の
被
災
と
息
子
が
成
蹊
小
学
校
に
入
学

す
る
こ
と
が
重
な
り
武
蔵
野
市
に
転
居
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃
九
浦
の
画
室
は
根

岸
に
あ
っ
た
た
め
、
往
復
2

時
間
を
か
け
て

自
宅
か
ら
電
車
で
通
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

〈
車
中
時
に
窓
外
の
風
物
に
親
し
み
、
時
に

想
を
構
え
、
書
を
読
む
に
最
も
よ
ろ
し
く
、

馴な

れ
て
は
心
気
澄
ん
で
書
斎
に
あ
る
に
異
な

ら
ず
。〉
と
随
筆
の
中
で
記
し
て
い
る
よ
う
に
、

移
動
の
時
間
も
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　
九
浦
の
画
塾
の
門
下
生
に
あ
た
る
吉
岡
堅

二
は
、
「
九
浦
先
生
の
想
い
出
」
と
題
し
た

一
文
の
中
で
、
九
浦
が
吉
祥
寺
に
移
り
住
ん

だ
当
時
の
こ
と
を
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。〈
そ

の
頃
は
中
央
線
の
電
車
が
中
野
か
ら
先
へ

や
っ
と
の
び
た
頃
で
吉
祥
寺
の
駅
か
ら
秩
父

連
山
、
富
士
山
が
遠
望
で
き
る
位
で
、
人
家

も
ま
ば
ら
な
田
園
で
麦
畑
の
中
に
ぽ
つ
ん
と

画
室
が
建
て
ら
れ
た
の
を
思
い
出
す
。
〉  

　
ま
た
、
新
多
摩
新
聞
社
社
長
の
小
出
勝
雄

も
、
九
浦
と
九
浦
邸
の
思
い
出
に
つ
い
て

つ
づ
っ
て
い
ま
す
。
〈
野
田
先
生
の
屋
敷
は

広
く
、
桜
の
木
や
孟も

う

宗そ
う

竹ち
く

が
た
く
さ
ん
生
え

て
い
て
、
季
節
が
く
る
と
、
あ
た
り
か
ま
わ

ず
竹
の
子
が
む
く
む
く
生
え
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
野
田
先
生
は
い
つ
も
口
ぐ
せ
の
よ
う

に
言
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、
私
が
武
蔵
野

に
き
た
頃
は
、
あ
た
り
一
面
麦
畑
と
大
根
畑

重
な
資
料
で
す
。
同
時
に
、
現
在
と
は
違
う

美
術
の
評
価
基
準
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
可

能
性
を
秘
め
た
作
品
で
も
あ
り
ま
す
。
地
味

と
い
う
評
価
は
あ
く
ま
で
企
画
展
開
催
時
の

も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
で
す

ら
１
世
紀
以
上
忘
れ
ら
れ
て
い
た
時
期
が
あ

り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
可
能
性
を
開
か

せ
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
九
浦
の

作
品
を
実
際
に
見
て
語
る
機
会
を
持
つ
こ
と

が
必
要
で
す
。
九
浦
に
つ
い
て
の
言
説
を
増

や
す
こ
と
は
、
九
浦
を
掘
り
出
す
こ
と
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
絵
を
見
る
だ
け
で

は
な
く
、
『
九
浦
の
家
』
の
庭
で
、
絵
に
描

か
れ
た
草
木
を
探
し
て
み
て
も
、
当
時
の
九

浦
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
も
、
定
期

的
に
作
品
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
を
作
る
こ
と

が
必
要
で
す
ね
」
と
武
蔵
野
ふ
る
さ
と
歴
史

館
の
宮
﨑
俊
樹
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　
こ
の
春
、
武
蔵
野
市
立
吉
祥
寺
美
術
館
で

は
、
17

年
ぶ
り
に
九
浦
の
企
画
展
を
開
催
し

ま
す
（
『
野
田
九
浦

―
〈
自
然
〉
な
る
こ
と

―
』
令
和
4

年
4

月
16

日
か
ら
6

月
5

日
ま

で
）
。
吉
祥
寺
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

が
40

年
間
に
わ
た
り
「
九
浦
の
家
」
の
名
で

地
域
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
意
味
も
か

み
し
め
な
が
ら
、
画
家
・
九
浦
の
作
品
と
人

と
な
り
、
武
蔵
野
市
と
の
縁
を
改
め
て
見
つ

め
直
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。

降
評
価
さ
れ
、
文
展
、
帝
展
、
日
展
と
い
っ

た
官
展
系
で
活
躍
し
芸
術
院
会
員
に
推
挙
さ

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
あ
ま
り
に
地
味

な
表
現
方
法
は
、
一
般
に
は
な
か
な
か
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
美
術
界
の
中

心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
院
展
に
属
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
つ
し
か
忘

れ
ら
れ
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
り
ま

す
。
〉

　
九
浦
の
没
後
50

年
に
あ
た
る
令
和
３
（
２

０
２
１
）
年
、
武
蔵
野
ふ
る
さ
と
歴
史
館
で

開
催
さ
れ
た
特
集
展
示
「
没
後
50

年

野
田

九
浦
展
」
で
は
、
武
蔵
野
市
に
寄
贈
さ
れ
た

作
品
を
中
心
に
、
貴
重
な
下
図
や
吉
祥
寺
東

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
設
計
図
な
ど
も

展
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
九
浦
の
死
後
、
作
品
と
遺
品
の
多
く
は

武
蔵
野
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
市
民
は
、

日
本
一
の
九
浦
コ
レ
ク
タ
ー
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
九
浦
の
作
品
は
、
当
時
の
日
本
画

の
あ
り
方
や
日
本
の
近
代
化
を
知
る
上
で
貴

で
、
そ
れ
こ
そ
家
な
ど
は
ボ
ツ
ン
ボ
ツ
ン
と

あ
る
だ
け
で
夜
な
ど
淋さ

び

し
い
位
で
キ
ツ
ネ
や

タ
ヌ
キ
が
出
た
も
の
で
あ
っ
た
が
今
こ
う
し

て
見
る
と
武
蔵
野
も
随
分
発
展
し
た
も
の
で

あ
る
と
も
語
っ
て
い
た
。
〉

　
大
正
か
ら
昭
和
へ
、
移
り
変
わ
る
武
蔵
野

の
景
色
を
見
つ
め
な
が
ら
、
九
浦
は
創
作
に

い
そ
し
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。

没
後
50

年
を
経
た
今

そ
の
作
品
と
武
蔵
野
市
と
の

関
わ
り
に
ふ
た
た
び

注
目
が
集
ま
る

　
昭
和
46

年
の
九
浦
の
死
後
、
そ
の
作
品
の

多
く
が
武
蔵
野
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
平

成
17
（
２
０
０
５
）
年
、
武
蔵
野
市
立
吉
祥

寺
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
九
浦
の
企
画
展
に

付
け
ら
れ
た
副
題
は
、
「
埋
も
れ
た
歴
史
人

物
画
の
達
人
」
。
そ
の
案
内
文
で
は
、
九
浦

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

　
〈
九
浦
の
画
風
は
一
言
で

い
え
ば
、
穏
や
か
で
、
激
し

く
人
の
内
面
に
訴
え
る
よ
う

な
も
の
と
は
趣
が
異
な
る
と

い
え
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ

の
実
直
な
作
風
は
１
９
０
７

（
明
治
40

）
年
の
第
１
回
文

展
で
最
高
賞
を
受
賞
し
て
以
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