
286

タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
著

『
絵
画
の
獲
得

―
江
戸
に
お
け
る
技
、
生
産
、
展
示
』

T
im

on Screech. O
btaining Im

ages: A
rt, Production and D

isplay in Edo Japan.  
U

niversity of H
aw

ai

ʻi Press, 2012

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ダ
ウ
ド
ル

　
ロ
ン
ド
ン
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
美
術
史
教
授
で
あ
る
タ
イ

モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
氏
の
著
書O

btaining Im
ages

で
は
︑
今
ま
で
軽
ん
じ
ら

れ
て
き
た
︑
江
戸
時
代
（
一
六
〇
〇
︱
一
八
六
八
）
に
お
け
る
文
物
の
生
産
と

様
々
な
芸
術
分
野
・
画
派
と
の
関
連
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
特
定
の

画
派
や
絵
師
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
研
究
は
数
多
く
み
ら
れ
る
が
︑
焦
点

を
狭
い
範
囲
に
絞
っ
た
こ
の
よ
う
な
考
察
で
は
︑
ス
ク
リ
ー
チ
氏
の
著
作
に

あ
る
よ
う
な
形
で
︑
江
戸
文
化
に
み
ら
れ
る
相
関
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
が
︑O

btaining Im
ages

が
異

彩
を
放
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
本
書
は
あ
ま
り
に
多
く
の
形
式
や
画
派
に
触
れ

て
お
り
︑
ま
た
重
要
な
絵
師
や
画
派
に
つ
い
て
十
分
に
語
り
つ
く
し
て
い
な

い
た
め
︑
こ
の
俯
瞰
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
少
々
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
読
者

も
中
に
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
最
終
的
に
は
︑
相
関

性
が
よ
り
一
層
明
ら
か
と
な
っ
た
絵
画
制
作
と
流
通
の
現
場
を
背
景
と
し
て
︑

一
人
ひ
と
り
の
絵
師
や
各
画
派
を
見
直
す
こ
と
の
で
き
る
確
か
な
基
盤
が
築

か
れ
て
い
る
の
だ
︒

　
題
名
に
あ
る 

“obtaining

” 

と
い
う
言
葉
に
は
︑
二
つ
の
つ
な
が
り
の
あ
る

定
義
が
あ
る
︒
一
つ
目
の
定
義
は
︑
絵
画
の
入
手
や
買
い
取
り
と
い
っ
た
消

費
を
通
じ
た
“obtaining

”
で
あ
り
︑
本
書
は
こ
の
意
味
に
即
し
て
︑
人
々
が

な
ぜ
絵
画
を
入
手
し
た
か
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
一
方
で
は

消
費
者
と
パ
ト
ロ
ン
︑
ま
た
他
方
で
は
絵
師
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
の
交
流

と
い
っ
た
︑
制
作
市
場
に
関
心
を
抱
く
読
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
事
柄
を
仔

細
に
取
り
上
げ
て
お
り
︑「
発
注
か
ら
指
示
︑
支
払
い
︑
そ
し
て
支
払
い
の
受

書 

評
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取
り
」
ま
で
の
流
れ
に
み
ら
れ
る
交
流
を
た
ど
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

江
戸
の
美
術
史
を
抽
象
的
な
理
想
美
か
ら
現
実
世
界
へ
と
立
ち
返
ら
せ
る
ス

ク
リ
ー
チ
氏
の
研
究
は
︑
階
級
︑
性
別
︑
血
族
関
係
︑
そ
し
て
宗
教
的
地
位

な
ど
の
様
々
な
要
因
が
︑
ど
の
よ
う
に
各
個
人
の
絵
画
の
入
手
に
影
響
を
与

え
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

　
二
つ
目
の 

“obtaining

” 
の
定
義
は
︑
絵
画
が
い
か
に
し
て
意
味
を
獲
得
し
︑

「
通
用
す
る
も
の
」
と
な
り
︑
ま
た
「
受
け
入
れ
ら
れ
︑
理
解
さ
れ
た
意
味
」

（
七
頁
）
を
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
こ
の
研
究
は
︑

人
々
が
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
を
「
理
解
」
し
︑
そ
の
意
味
を
引
き
出
し
た

の
か
─
─
制
作
さ
れ
た
時
点
︑
そ
し
て
最
初
に
消
費
さ
れ
た
時
点
で
絵
画
を

ど
の
よ
う
に
読
み
︑
理
解
し
た
か
─
─
を
示
し
て
い
る
の
だ
︒
ス
ク
リ
ー
チ

氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
本
は
「
絵
画
の
視
覚
外
の
側
面
を
真
摯
に

捉
え
よ
う
」
と
し
て
い
る
︒
本
書
は
︑
そ
も
そ
も
日
本
に
お
け
る
絵
画
と
い

う
も
の
は
︑
視
覚
性
や
鑑
賞
す
る
と
い
っ
た
行
為
を
「
主
な
目
的
」
と
す
る

も
の
で
な
く
︑
む
し
ろ
鑑
賞
す
る
以
外
の
目
的
を
持
っ
て
創
ら
れ
流
通
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
︑
美
術
史
に
し
て
は
大
胆
な
仮
説
に
始
ま
る
︒
氏
は
︑

イ
メ
ー
ジ
が
い
か
に
し
て
「
品
々
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ま
た
季
節

に
伴
う
も
の
と
し
て
︑
そ
し
て
祈
り
や
遊
び
の
付
属
品
と
し
て
」︑
あ
る
い
は

目
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
主
要
な
行
事
の
背
景
と
し
て
（
七
頁
）
意
味
を

獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
を
例
証
し
て
い
る
︒

　
本
書
は
︑
互
い
に
補
完
し
合
う
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
︒
最
初
の
四
章
で

は
︑
教
養
あ
る
江
戸
っ
子
が
絵
を
読
み
解
き
︑
入
手
す
る
際
に
用
い
た
基
礎

的
な
知
識
を
紹
介
し
て
い
る
︒
理
想
の
芸
術
的
表
象
や
そ
れ
に
対
す
る
考
え

方
︑
記
号
化
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
吉
祥
の
イ
メ
ー
ジ
が
持
つ
意
味
合
い
（
鹿
︑

鯉
︑
虎
︑
竜
な
ど
）︑
絵
師
と
の
交
流
や
絵
画
の
支
払
い
に
お
け
る
典
型
的
な

礼
儀
作
法
︑
そ
し
て
最
後
に
は
︑
絵
画
の
宗
教
的
な
意
味
合
い
や
効
果
と

い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
︒
人
物
や
出
来
事
︑
絵
画
が
︑
逸
話

を
交
え
つ
つ
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
膨
大
な
数
に
︑
専
門
外
の
読
者
は
圧

倒
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
一
見
万
華
鏡
の
よ
う
に

目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
の
数
々
が
︑
各
章
の
結
び
ま
で

に
納
得
の
い
く
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
総
体
へ
と
変
化
す
る
の
だ
︒
第
五
章
～

第
十
章
か
ら
成
る
本
書
の
第
二
部
で
は
︑
第
一
部
で
提
示
さ
れ
た
基
礎
知
識

が
︑
よ
り
広
く
知
ら
れ
た
江
戸
時
代
の
美
術
制
作
の
側
面
に
関
す
る
興
味
深

い
研
究
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
︑
狩
野
派
や
肖
像
画
︑
国
内
の
風
景
画
︑

理
想
化
さ
れ
た
中
国
の
景
観
（
南
画
）︑
浮
世
絵
︑
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画

と
の
交
流
に
関
す
る
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
美
術
史
書
は
必
然
的
に
そ
の
美
的
価
値
が
問
わ
れ
る
も
の
だ
が
︑
こ
の
点

に
お
い
て
も
︑O

btaining Im
ages 

は
成
功
を
収
め
て
い
る
︒
美
し
く
作
ら
れ

た
こ
の
本
に
は
︑
ほ
と
ん
ど
の
ペ
ー
ジ
に
カ
ラ
ー
画
像
が
刷
り
込
ま
れ
て
い

る
︒
し
か
し
︑
本
書
で
の
絵
画
の
扱
い
に
つ
い
て
︑
些
細
で
は
あ
る
が
︑
二

つ
ほ
ど
不
十
分
な
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
一
つ
は
︑
イ
メ
ー
ジ
の

注
記
に
寸
法
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
と
く
に
時
折
大
き
な
掛
物
と
そ
れ
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よ
り
も
遥
か
に
小
さ
な
絵
と
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
と
き
な
ど
︑
個
々
の
絵

の
大
き
さ
を
︑
他
と
比
較
し
な
が
ら
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
︑
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
二
つ
目
の
問
題
点
と
し
て
は
︑
絵
画
の
視
覚
的
要
素
を
説
明
す

る
（
と
り
わ
け
吉
祥
の
イ
メ
ー
ジ
や
視
覚
上
・
言
語
上
の
語
呂
合
わ
せ
を
明
ら
か

に
す
る
）
と
い
う
途
方
も
な
い
作
業
を
成
し
遂
げ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑

氏
が
絵
画
に
刻
ま
れ
て
い
る
︑
あ
る
い
は
記
さ
れ
て
い
る
全
文 

（
特
に
詩
歌
）

を
た
び
た
び
省
略
し
て
い
る
と
い
う
点
だ
︒
各
絵
の
署
名
や
落
款
︑
そ
し
て

制
作
日
が
几
帳
面
に
列
記
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
長
め
の
詩
や
物
語

が
何
度
も
検
証
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
︒
ス
ク
リ
ー
チ
氏
は
︑「
文
章
の
役

割
が
︑
図
像
の
役
割
と
同
等
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
上
回
る
領
域
」
で
あ
る
書

と
絵
草
子
を
割
愛
す
る
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
理
に
か
な
っ
た
判
断
だ
と

思
わ
れ
る
︒
総
頁
数
が
三
八
四
頁
︑
そ
し
て
章
の
数
が
十
章
に
も
の
ぼ
る
本

書
は
︑
ひ
と
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
期
待
で
き
る
以
上
の
も
の
を
網
羅
し
て

い
る
の
だ
︒
と
は
言
っ
て
も
︑
こ
の
判
断
は
あ
る
仮
説
︑
本
書
が
ま
さ
に
論

破
し
て
い
る
仮
説
︱
︱
イ
メ
ー
ジ
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
広
い
文
脈
（
文
章
を

含
む
）
は
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
︑
ま
た
そ
の
役
割
を
別
々
に
考

察
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
︱
︱
を
︑
前
提
と
す
る
も
の
だ
︒

　
も
と
も
と
文
学
者
で
あ
る
私
は
︑
こ
の
本
が
絵
画
の
視
覚
的
コ
ー
ド
を
︑

全
体
性
を
も
っ
て
「
読
む
」
必
要
性
を
︑
分
か
り
や
す
く
︑
か
つ
説
得
力
を

持
っ
て
伝
え
て
い
る
と
感
じ
た
が
︑
一
方
で
誠
に
勝
手
な
が
ら
︑
著
者
が
絵

画
と
言
葉
と
を
さ
ら
に
対
話
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
て
い
た
な
ら
ば
︑
と

い
う
箇
所
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
た
︒
美
術
史
で
は
︑
時
折
︑
絵
画
の
み

に
過
度
な
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
残
念
な
が
ら
文
学
研
究

で
も
そ
れ
は
同
じ
で
︑
言
葉
に
過
度
な
焦
点
が
あ
た
る
こ
と
が
あ
る
︒
氏
が

そ
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑「
多
く
の
日
本
画
で
は
文
学
テ
ー
マ
を
描

写
す
る
巻
物
形
式
が
と
ら
れ
た
︒
︙
︙
絵
を
適
切
に
理
解
す
る
に
は
︑
そ
の

根
底
に
あ
る
物
語
︑
ま
た
︑
そ
れ
を
書
き
綴
る
の
に
用
い
ら
れ
た
書
体
の
意

味
す
る
も
の
︑
姿
形
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
知
る
必
要
が
あ
る
」（
九
頁
）
の
だ
︒

私
は
︑
本
書
の
質
や
︑
ス
ク
リ
ー
チ
氏
の
研
究
方
法
そ
の
も
の
を
批
判
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑O

btaining Im
ages 

は
︑
学
識
と
い

う
も
の
が
今
後
い
か
に
美
術
史
と
︑
文
学
を
含
む
そ
の
他
の
文
物
と
の
間
に

あ
る
こ
の
人
為
的
な
境
界
を
︑
乗
り
越
え
て
い
く
べ
き
か
を
示
し
て
い
る
も

の
と
考
え
て
い
る
︒
本
書
は
︑
絵
画
を
入
手
・
獲
得
す
る
経
緯
や
そ
の
理
由

へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
︑
当
時
の
絵
画
を
構
成
す
る
言
語
的
・
視
覚
的

側
面
を
い
か
に
し
て
併
せ
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
︑
様
々
な

形
で
示
し
て
い
る
︒
江
戸
時
代
の
文
化
に
関
心
を
持
つ
全
て
の
研
究
者
︑
そ

し
て
学
生
た
ち
（
と
り
わ
け
文
学
研
究
者
た
ち
）
に
︑
本
書
を
強
く
お
薦
め
し

た
い
︒

＊  

本
稿
は
︑Japan R

eview
 N

o. 28

（2015

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳

で
あ
る
（
片
岡
真
伊 

訳
）︒




