
　

十
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、西
洋
で
、

大
津
絵
と
い
う
民
衆
的
な
絵
画
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解

を
裏
付
け
る
証
拠
は
、ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
、西
洋

で
は
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
浮
世
絵
に
対
す
る
関
心
が
高
ま

っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
依
拠
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
、

あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
（
１

）。し
か
し
、大
津
絵
が
西
洋
で
い
か
に
見

い
だ
さ
れ
、受
け
入
れ
ら
れ
、収
集
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
歴
史
を

紐
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、近
年
、大
津
絵
の
受
容
に
関
す
る
研
究
が

始
ま
り
つ
つ
あ
る
。と
は
い
え
、依
然
と
し
て
研
究
に
は
大
き
な
欠

落
や
不
鮮
明
な
点
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
、大
津
絵
受
容
に
関
す

る
研
究
は
停
滞
し
た
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
（
２

）。

　

確
か
に
研
究
が
進
ま
な
い
状
況
で
は
あ
る
も
の
の
、現
在
分
か

っ
て
い
る
事
実
か
ら
判
断
す
る
に
、す
く
な
く
と
も
、現
在
欧
米
に

あ
る
大
津
絵
の
ほ
と
ん
ど
が
、二
十
世
紀
中
に
徐
々
に
欧
米
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
い
え
る
。と
い
う

の
も
、民
芸
運
動
が
広
が
る
と
と
も
に
大
津
絵
が
収
集
さ
れ
は
じ

め
た
こ
と
に
加
え
、一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
以
降
に

は
数
か
国
の
芸
術
家
、歴
史
家
、民
族
誌
家
、収
集
家
た
ち
が
大
津

絵
に
関
す
る
活
動
を
行
い
、こ
の
活
動
が
大
津
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
充
実
に
寄
与
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
３

）。本
稿
で
は
こ
う
し
た
文

脈
を
踏
ま
え
、大
津
絵
受
容
に
関
す
る
早
期
の
例
の
一
つ
に
焦
点

を
絞
る
こ
と
に
す
る
。つ
ま
り
、昭
和
初
期
に
日
本
で
生
活
し
て
い

た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
、エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ（Eudald Serra

）と
セ

ル
ス
・
ゴ
ミ
ス（Cels Gom

is

）が
大
津
絵
に
強
い
興
味
を
示
し
た

こ
と
、ま
た
彼
ら
の
活
動
を
中
心
と
し
て
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
大
津

絵
に
対
す
る
関
心
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
に
着
目
す
る
。

日
本
で
の
セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス（
一
九
三
五
〜
四
八
）

　

セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス
は
友
人
同
士
で
、彼
ら
が
日
本
で
の
生
活
を
通

し
て
体
験
し
た
こ
と
は
、カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
民
芸
運
動
が
紹
介
さ

れ
普
及
す
る
に
あ
た
っ
て
、重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。ま
た
、

彼
ら
の
影
響
を
受
け
て
民
芸
運
動
が
広
が
っ
た
結
果
、大
津
絵
が

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
評
価
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

セ
ラ
は
一
九
一
一
年
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
生
ま
れ
（
４

）、芸
術
ア
カ
デ

ミ
ー
で
彫
刻
を
学
ん
だ
人
物
で
、彼
の
作
品
は
一
九
三
四
年
か
ら

一
九
三
五
年
に
か
け
て
、は
じ
め
て
展
示
さ
れ
て
い
る
。初
期
作
品

は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
流
行
を
追
っ
た
も
の
で
、ア
ン
ジ
ェ
ル
・

フ
ェ
ラ
ン（A

ngel Ferrant
）や
ハ
ン
ス
・
ア
ル
プ（H

ans A
rp

）

の
影
響
が
見
ら
れ
る
。そ
う
し
た
彫
刻
家
と
し
て
の
活
動
を
始
め

た
矢
先
、セ
ラ
は
日
本
に
渡
航
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。バ
ル
セ
ロ
ナ

で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
初
期
作
品
を
は
じ
め
て
公
開
し
た
一

九
三
五
年
に
は
、す
で
に
日
本
へ
行
く
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。当
初
は
数
か
月
か
ら
一
年
間
滞
在
す
る
予
定
で
あ

っ
た
が
、一
九
三
六
年
に
ス
ペ
イ
ン
内
戦
が
勃
発
し
、一
九
三
九
年

に
は
第
二
次
世
界
大
戦
が
開
戦
す
る
と
い
っ
た
、国
際
的
軍
事
情

勢
の
混
乱
に
よ
っ
て
日
本
滞
在
が
長
引
き
、結
果
と
し
て
、一
九
三

五
年
か
ら
一
九
四
八
年
に
か
け
て
の
十
三
年
間
に
わ
た
っ
て
、神

戸
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。こ
の
間
、セ
ラ
は
、将
来
の
妻
で
、娘

を
授
か
る
こ
と
に
な
る
エ
ド
モ
ン
ド
・
イ
バ（Edm

onde Iba

）と

出
会
っ
て
い
る
（
５

）。

　

セ
ラ
は
、日
本
滞
在
中
に
、複
数
の
重
要
な
彫
刻
作
品
を
制
作
し
、

そ
れ
ら
の
作
品
は
第
二
十
四
回
二
科
美
術
展（
一
九
三
七
）で
展
示

さ
れ
た
り
、大
丸
百
貨
店
、阪
急
百
貨
店
な
ど
で
開
催
さ
れ
た
展
覧

会
で
展
示
さ
れ
た
り
し
た
。一
方
、彼
は
彫
刻
家
と
し
て
活
動
す
る

だ
け
で
な
く
、同
時
に
民
芸
運
動
に
接
近
し
、濱
田
庄
司
や
山
内
金

三
郎（
号
神
斧
）、棟
方
志
功
と
い
っ
た
芸
術
家
お
よ
び
民
芸
の
推

進
者
た
ち
と
密
接
な
交
流
も
は
か
っ
て
い
た
。セ
ラ
は
ア
イ
ヌ
文

化
や
琉
球
文
化
と
い
っ
た
、民
芸
の
言
説
に
含
ま
れ
る
異
文
化
に

興
味
を
も
つ
と
同
時
に
、木
版
画
や
石
版
画
、陶
器
や
漆
器
と
い
っ

た
彫
刻
以
外
の
芸
術
分
野
に
も
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、そ
う
し
た

彫
刻
以
外
の
作
品
も
制
作
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
６

）。こ
う
し
た

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、セ
ラ
が
彫
刻
家
・
陶
芸
家
と
い
う
専
業
と
並

行
し
て
フ
ォ
ー
ク
ア
ー
ト
、特
に
民
芸
の
陶
芸
と
大
津
絵
に
深
く

関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
（
７

）。

　

セ
ラ
と
民
芸
運
動
、と
く
に
大
津
絵
と
の
関
係
を
十
分
に
理
解

す
る
た
め
に
は
、セ
ル
ス
・
ゴ
ミ
ス
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
述
べ
て

お
く
必
要
が
あ
る
。ゴ
ミ
ス
は
セ
ラ
よ
り
一
歳
年
下
の
一
九
一
二

年
バ
ル
セ
ロ
ナ
生
ま
れ
で
、自
身
は
芸
術
家
で
は
な
か
っ
た
が
、兄

【
特
集
】プ
リ
ミ
テ
ィ
ー
ブ
絵
画
？

―
近
現
代
を
生
き
る
大
津
絵

カ
タ
ル
ー
ニャ
に
お
け
る
大
津
絵
の
受
容 

リ
カ
ル
・
ブ
ル
／
紅
林
優
輝
子
＝
訳

―
エ
ウ
ダ
ル・セ
ラ
、セ
ルス・ゴ
ミ
ス
、ジ
ョア
ン・ミ
ロ
の
活
動
を
例
と
し
て

20
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弟
の
ジ
ュ
ア
キ
ム
・
ゴ
ミ
ス（Joaquim

 Gom
is

）を
通
じ
て
、カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
に
か
か
わ
る
人
々
と
交
流

し
て
い
た
。ち
な
み
に
、ジ
ュ
ア
キ
ム
は
ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ロ（Joan 

M
iró

）と
も
親
し
い
有
名
な
写
真
家
で
、カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
ア
ヴ

ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
を
推
進
し
た
人
物
の
一
人
で
も
あ
る
（
８

）。

　

ゴ
ミ
ス
は
自
ら
を
旅
行
家
、し
か
も
、世
界
を
股
に
掛
け
る
旅
行

者
と
称
し
て
い
た
。彼
は
旅
行
を
通
し
て
様
々
な
文
化
や
風
景
に

触
れ
た
い
と
い
う
情
熱
に
駆
ら
れ
、ス
イ
ス
、ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
、イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
、様
々
な
国
の
会
社
の
経
理
部
門
、

行
政
部
門
で
働
い
て
い
た
。か
ね
て
よ
り
、そ
う
し
た
海
外
へ
の
強

い
興
味
を
抱
い
て
い
た
ゴ
ミ
ス
は
、一
年
間
の
滞
在
予
定
で
日
本

を
訪
れ
た
が
、セ
ラ
と
同
じ
く
第
二
次
世
界
大
戦
の
影
響
で
、一
九

三
九
年
か
ら
一
九
四
六
年
の
七
年
と
い
う
、予
定
よ
り
も
長
い
期

間
を
日
本
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。一
九
三
九
年
九
月
に
日
本

に
着
く
と
ゴ
ミ
ス
は
エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
と
出
会
い
、

二
人
は
す
ぐ
に
仲
良
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。二

人
は
一
緒
に
夏
の
休
暇
や
小
旅
行
、観
光
の
予
定

を
立
て
る
だ
け
で
な
く
、大
戦
中
の
も
っ
と
も
困

難
な
時
期
に
、神
戸
の
同
じ
家
で
共
同
生
活
も
し

て
い
た
。ま
さ
に
こ
の
時
期
に
、彼
ら
は
日
本
の
民

芸
、と
く
に
大
津
絵
に
対
す
る
関
心
を
熱
心
に
共

有
し
た
の
で
あ
る
（
９

）。

ゴ
ミ
ス
と
セ
ラ
が
日
本
で
収
集
し
た 

 

大
津
絵
や
版
画
、本
に
つ
い
て

　

セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス
の
個
人
ア
ー
カ
イ
ヴ
に
あ
る
資

料
に
よ
れ
ば
、二
人
は
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四

〇
年
の
間
に
は
じ
め
て
民
芸
運
動
に
接
近
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。こ
の
間
に
二
人
は
民
芸
に
対
す
る

情
熱
と
知
識
を
共
有
し
、山
内
神
斧
や
米
浪
庄
弌
と
い
っ
た
収
集

家
や
重
要
人
物
た
ち
と
交
友
関
係
を
築
く
こ
と
に
よ
っ
て
、日
本

の
民
芸
に
親
し
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ゴ
ミ
ス
の
場
合
、こ
け
し
や
日
本
の
伝
統
玩
具
に
深
い
関
心
を

抱
き
、そ
れ
ら
を
評
価
す
る
こ
と
を
通
し
て
、自
然
と
大
津
絵
に
も

注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
（
10
）。ゴ
ミ
ス
自
身
が
語
っ
て
い
る

よ
う
に
、彼
は
来
日
す
る
と
す
ぐ
に
伝
統
的
な
玩
具
で
あ
る
郷
土

玩
具
の
世
界
に
魅
了
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。日
本
旅
行
協
会
が
出

版
し
た〝Japanese folk

―toys

〞（
英
語
版
、一
九
三
九
年
）や『
東

北
の
玩
具
』（
日
本
語
版
、一
九
三
九
年
）と
い
っ
た
本
や
、山
内
神

斧
が
出
版
し
た
小
雑
誌『
こ
れ
く
し
ょ
ん
』の
古
本
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
、ゴ
ミ
ス
は
郷
土
玩
具
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
（
11
）。

さ
ら
に
、『
こ
れ
く
し
ょ
ん
』を
通
し
て
、吾
八
や
照
屋
と
い
っ
た
民

芸
や
伝
統
玩
具
を
専
門
に
扱
う
店
も
知
っ
た
。山
内
神
斧
が
一
九

三
七
年
に
西
銀
座
で
開
業
し
た
吾
八
は
、当
時
人
気
店
と
な
っ
て

お
り
、こ
こ
で
一
九
四
〇
年
六
月
に
、ゴ
ミ
ス
が
深
沢
要
と
出
会
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。こ
の
深
沢
を
通
じ
て
、ゴ
ミ
ス
は
渡
辺
鴻

や
米
浪
庄
弌
、ま
た
お
そ
ら
く
、吾
八
の
店
主
で
あ
る
山
内
神
斧
と

い
っ
た
重
要
な
収
集
家
た
ち
や
こ
け
し
に
熱
中
す
る
人
々
と
親
し

く
な
っ
た
（
12
）。こ
う
し
た
経
緯
や
、吾
八
が
郷
土
玩
具
や
絵
馬
、大
津

絵
を
販
売
す
る
専
門
店
と
し
て
大
き
な
評
判
を
得
て
い
た
こ
と
を

考
え
る
と
、お
そ
ら
く
ゴ
ミ
ス
は
一
九
四
〇
年
に
吾
八
で
、は
じ
め

て
大
津
絵
に
出
会
っ
た
に
ち
が
い
な
い
（
13
）。

　

ま
た
、一
九
四
〇
年
か
ら
一
九
四
六
年
の
間
に
、自
身
が
収
集
し

た
興
味
深
い
大
津
絵
に
か
か
わ
る
数
点
の
絵
画
や
書
籍
、版
画
を
、

ゴ
ミ
ス
は
購
入
し
て
い
る（
図
１
（
14
））。ゴ
ミ
ス
が
集
め
た
大
津
絵
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、す
く
な
く
と
も
二
十
点
の
肉
筆
画
が
含
ま
れ
、

そ
の
う
ち
八
つ
は
掛
け
軸
に
表
装
さ
れ
て
い
る
。具
体
的
に
言
う

と
こ
の
二
十
点
の
中
に
は
、十
八
世
紀
に
制
作
さ
れ
た《
鬼
の
念

仏
》（
図
２
）や
、江
戸
後
期
に
制
作
さ
れ
た
九
点
の
道
歌
入
り
大
津

絵（《
座
頭
》、《
塔
》、《
鬼
の
念
仏
》、《
大
黒
と
外
法
の
相
撲
》、《
外
法

梯
子
剃
》、《
鬼
の
行
水
》、《
女
虚
無
僧
》、《
花
売
り
娘
》、《
鶏
》）な
ど

が
存
在
す
る
。そ
れ
ら
の
作
品
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
れ
ら
れ
た

の
と
同
時
期
に
、明
治
期
の
大
津
絵（《
外
法
梯
子
剃
》、《
藤
娘
》、

《
笠
若
衆
》、《
馬
乗
り
若
衆
》、二
点
の《
鷹
匠
》）や
、大
正
も
し
く
は

昭
和
初
期
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、高
橋
松
山
や
逢
坂
山

図２　18世紀の《鬼の念仏》。こ
の作品は1940年代にセ
ルス・ゴミスによって収
集されたものである。

図１　日本やアルゼンチンでの海外生活からバルセロナに帰ってきた
ことを祝うエウダル・セラ（右から２人目）とセルス・ゴミス（左か
ら２人目）の家族たち。セラが日本で制作しゴミスが購入したブ
ロンズ彫刻やゴミスが日本で買った古い大津絵が飾られている
ことが分かる。1952～55年頃。Serra Succession.
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又
平
庵
、湖
南
又
平
の
印
が
押
さ
れ
た
三
点
の
大
津
絵
版
画
の
セ

ッ
ト
、楠
瀬
日
年
が
古
大
津
絵
を
模
写
し
た『
大
津
絵
版
画
集
』二

冊
な
ど
も
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
ら
れ
た
（
15
）。

　

ゴ
ミ
ス
が
収
集
し
た
大
津
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、『
工
藝
』、

『
壽
々
』、『
月
刊
民
藝
』、『
日
本
美
術
工
藝
』、『
こ
れ
く
し
ょ
ん
』と

い
っ
た
雑
誌
や
、同
時
代
に
出
版
さ
れ
た
大
津
市
に
関
す
る
案
内

本
と
小
冊
子
、柳
宗
悦
が
著
し
た『
初
期
大
津
繪（
一
九
二
九
）』、旭

正
秀
に
よ
っ
て
書
か
れ
た『
大
津
繪（
一
九
三
二
）』と
い
っ
た
書
籍

も
含
ま
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
大
津
絵
に
関
す
る
総
合
的
な
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
は
、ゴ
ミ
ス
が
大
津
絵
の
伝
統
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
深

い
興
味
を
抱
い
て
い
た
か
を
端
的
に
表
す
、重
要
か
つ
代
表
的
な

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
え
る
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、自
身
の
蔵
書
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
ゴ

ミ
ス
が
日
本
の
民
芸
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
強
調

し
て
も
、け
っ
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。彼
の
蔵
書
に
は
、柳
宗
悦

が
著
し
た
著
書
の
ス
ペ
イ
ン
語
版E

l arte popular japonés

（『
日
本
民
藝（
一
九
三
九
）』
）五
冊
を
は
じ
め
と
す
る
、民
芸
運
動

に
関
す
る
数
多
く
の
書
籍
や
、こ
け
し
に
関
す
る
膨
大
な
参
考
書

が
含
ま
れ
て
い
た
。こ
う
い
っ
た
蔵
書
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、

彼
が
こ
け
し
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
言
及
し
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え

る
と
、ゴ
ミ
ス
が
大
津
絵
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
関
心
の
大
き
さ

を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。ゴ
ミ
ス
は
お
そ
ら
く
柳
か

ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、セ
ラ
と
共
有
し
た
日
常
的
で

民
衆
的
、か
つ
匿
名
的
な
作
品
の
美
や
、そ
う
い
っ
た
作
品
の
芸
術

的
な
造
形
に
着
目
し
、称
賛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、ゴ
ミ
ス
が
大
津
絵
に
興
味
を
抱
い
た
経
緯
が

あ
る
程
度
分
か
っ
て
い
る
一
方
で
、セ
ラ
が
大
津
絵
に
関
心
を
持

ち
は
じ
め
た
時
期
に
つ
い
て
は
詳
細
が
分
か
っ
て
い
な
い
。し
か

し
、第
二
次
大
戦
中
の
も
っ
と
も
厳
し
い
時
期
に
、親
し
く
な
っ
た

セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス
が
神
戸
で
共
同
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、セ

ラ
は
一
九
四
〇
年
頃
に
、ゴ
ミ
ス
の
影
響
を
う
け
て
大
津
絵
や
民

芸
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。し
た
が
っ

て
、彼
は
一
九
四
〇
年
代
初
頭
に
大
津
絵
を
収
集
し
は
じ
め
た
と

考
え
ら
れ
、ゴ
ミ
ス
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、そ
の
頃
の
セ
ラ
は
、

同
時
代
に
制
作
さ
れ
た
価
値
が
低
い
大
津
絵
を
集
め
て
い
た
。ま

た
、セ
ラ
は
第
二
次
大
戦
が
終
戦
し
た
後
、山
内
と
の
交
流
を
通
し

て
、よ
り
本
格
的
に
大
津
絵
の
調
査
研
究
を
行
う
決
心
を
す
る
に

至
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
16
）。そ
の
証
拠
に
、一
九
四
六
年
二
月
に
出
版
さ

れ
た『
日
本
美
術
工
藝
』の
中
で
山
内
神
斧
は
、当
時
日
本
で
大
津

絵
の
研
究
を
し
て
い
た
外
国
人
は
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
オ
シ
コ

ロ
ン（Jean

―Pierre H
auchecorne

）と
エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ（Eu-

dald Serra

）の
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
17
）。ま
た
、山

内
が
一
九
四
九
年
に
執
筆
し
、一
九
五
一
年
に
出
版
さ
れ
た『
工

藝
』に
掲
載
さ
れ
た
論
文
か
ら
も
、山
内
が
セ
ラ
に
直
接
影
響
を
与

え
た
こ
と
は
明
ら
か
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。こ
の
論
文
に
は
以
下

の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

「
セ
ラ
君
は
彫
刻
家
で
、ス
ペ
イ
ン
の
美
術
學
校
を
出
て
直
ぐ

日
本
を
あ
こ
が
れ
て
渡
っ
て
き
た
が
、戰
亂
で
歸
國
の
機
を

失
し
、つ
い
昨
年
迄
日
本
に
ゐ
た
。東
洋
の
、こ
と
に
民
藝
的

な
も
の
も
の
が
好
き
で
本
職
の
彫
刻
の
製
作
の
か
た
は
ら
、

オ
モ
シ
ロ
イ
モ
ノ
を
漁
り
、殊
に
大
津
繪
の
蒐
集
に
傾
倒
し

て
ゐ
た
。最
初
の
う
ち
は
か
な
り
如
何
が
は
し
い
京
出
來
の

偽
物
な
ど
を
摑
ん
で
き
て
ゐ
た
や
う
で
あ
っ
た
が
、終
戰
と

同
時
に
外
人
が
自
由
に
旅
行
が
出
來
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

は
、何
處
で
ど
う
堀
り
出
し
て
来
る
も
の
か
初
期
の
逸
品
を

持
っ
て
き
て
は「
山
内
さ
ん
ド
ウ
オ
モ
フ
」と
見
せ
ら
れ
た
（
18
）」

　

四
十
年
代
に
、セ
ラ
は
濱
田
や
河
井
寛
次
郎
の
陶
器
、芹
沢
銈
介

の
染
色
作
品
、棟
方
志
功
の
版
画
な
ど
を
収
集
す
る
傍
ら
で
、民
芸

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
た
。つ
ま
り
、明
治
以
降
の
著
名
な

芸
術
家
た
ち
が
制
作
し
た
作
品
を
収
集
す
る
だ
け
で
な
く
、並
行

し
て
大
津
絵
の
収
集
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。ま
た
、彼
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
大
津
絵
だ
け
に
注
目
す
る
と
、セ
ラ
は
十
八
世

紀
か
ら
昭
和
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
重
要
な
版
画
や
肉
筆
画
を
収

集
し
て
い
た
と
断
言
で
き
る
。コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
で
も
っ
と
も
古

い
大
津
絵
は
、江
戸
中
期
に
制
作
さ
れ
た
、《
源
為
朝
》（
図
７
）、《
鬼

の
念
仏
》、二
点
の《
鷹
匠
》（
図
３
）で
、そ
れ
ぞ
れ
掛
け
軸
に
表
装

さ
れ
て
い
る
。そ
れ
ら
と
共
に
、江
戸
後
期
に
制
作
さ
れ
た
四
点
の

道
歌
入
り
大
津
絵（《
三
味
線
引
き
の
女
》、《
猫
と
鼠
の
宴
会
》、《
鳩

と
桃
》、《
大
黒
と
外
法
の
相
撲
》）も
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。こ
れ
ら
の
う
ち
、す
く
な
く
と
も《
鷹
匠
》と《
鳩
と
桃
》は
、

小
林
一
聲
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。こ
の
二
点

は
一
九
二
六
年
に
大
津
市
で
展
示
さ
れ
、そ
の
後
一
九
四
〇
年
代

に
セ
ラ
が
京
都
で
購
入
し
た（
図
４
）。セ
ラ
は
他
に
も
す
く
な
く

と
も
、三
点
の
掛
け
軸
に
表
装
さ
れ
た
十
九
世
紀
の
大
津
絵（《
藤

娘
》、《
槍
持
ち
奴（
関
泉
園
の
印
あ
り
）》、《
座
頭
》）を
自
身
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
加
え
て
い
る
。こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、大
正
ま
た

は
昭
和
期
に
制
作
さ
れ
た
二
十
一
点
の
、異
な
る
作
風
の
無
名
の

大
津
絵
、逢
坂
山
又
平
庵
が
制
作
し
た
一
組
の
大
津
絵
版
画
が
含

ま
れ
て
い
る
。ま
た
、セ
ラ
が
集
め
た
民
芸
に
関
す
る
蔵
書
は
い
ま

だ
調
査
し
て
い
な
い
が
、蔵
書
の
中
に
は
す
く
な
く
と
も
、楠
瀬
日

年
が
編
集
し
一
九
二
六
年
に
出
版
さ
れ
た『
大
津
絵
版
画
集
』が
一

冊
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　

一
九
四
五
年
九
月
二
日
に
日
本
が
降
伏
文
書
に
調
印
し
た
わ
ず

か
二
週
間
後
、第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
す
る
と
す
ぐ
に
、セ
ラ
は

米
軍
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
たthe O

saka Central School

で

働
き
始
め
た
。こ
こ
で
彼
は
、米
軍
兵
員
向
け
に
開
校
さ
れ
た25th 

D
ivision A

rm
y E
ducation Program

 A
rea School

に
勤

務
す
る
美
術
教
師
の
職
を
得
た
。こ
の
新
し
い
仕
事
を
得
る
と
、セ
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ラ
が
彫
刻
家
と
し
て
活
動
す
る
機
会
は
激
減
し
た
が
、そ
の
代
わ

り
に
日
本
の
民
芸
研
究
を
進
め
る
際
に
有
利
な
立
場
を
得
る
こ
と

が
で
き
、そ
れ
に
よ
っ
て
同
校
で
大
津
絵
を
扱
っ
た
展
覧
会
を
開

く
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。セ
ラ
の
大
津
絵
に
対
す
る

誠
実
な
情
熱
と
熱
中
に
つ
い
て
山
内
神
斧
が
記
し
た
コ
メ
ン
ト
で

は
、そ
の
展
覧
会
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
や
が
て
、セ
ラ
ー
君
は
進
駐
軍
の
雇
員
と
な
り
進
駐
の
諸
君

に
彫
刻
を
教
へ
日
本
美
術
を
講
じ
大
津
繪
を
講
じ
て
ゐ
た
が
、

其
の
俱
樂
部
で
自
分
の
蒐
集
に
私
等
の
所
藏
品
を
加
へ
た
氣

持
ち
の
良
い
大
津
繪
展
覽
會
を
大
阪
で
開
い
た
。壁
張
に
は

テ
ッ
ク
ス
を
用
ひ
て
鼠
色
に
塗
り
上
げ
、外
人
一
流
の
神
經

の
籠
っ
た
會
場
で
出
品
は
第
二
と
し
て
も
構
成
は
さ
す
が
に

氣
持
ち
の
良
い
大
津
繪
展
覽
會
で
あ
っ
た
。こ
れ
が
終
戰
さ

う
さ
う
の
昭
和
廿
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、日
本
人
は
殆
ど
見

て
ゐ
な
か
っ
た
の
は
殘
念
で
あ
っ
た
（
19
）」

　

そ
の
後
、セ
ラ
は
ゴ
ミ
ス
よ
り
二
年
遅
れ
て
一
九
四
八
年
に
家

族
を
連
れ
て
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
帰
る
と
、同
時
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
運
動
に
加
わ
っ
た
。一
方
ゴ
ミ
ス
は
、バ
ル
セ
ロ
ナ
で
短
い
間

家
族
と
共
に
過
ご
し
た
後
、最
初
は
ロ
ン
ド
ン
、そ
の
次
は
ブ
エ
ノ

ス
ア
イ
レ
ス
に
移
り
住
ん
だ
た
め
、一
九
五
二
年
ま
で
バ
ル
セ
ロ

ナ
に
腰
を
落
ち
着
け
る
こ
と

は
無
か
っ
た
。そ
う
い
う
と
、

大
津
絵
と
民
芸
に
熱
中
し
た

二
人
の
物
語
は
こ
こ
で
終
わ

っ
た
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
興
味
深
い
こ
と
に
、

故
郷
に
帰
っ
た
後
も
両
者
は

同
じ
決
意
を
も
っ
た
ま
ま
、

大
津
絵
と
日
本
の
民
芸
に
情

熱
を
注
ぎ
続
け
た
の
で
あ
る
。

セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス
は
、二
十
世

紀
半
ば
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
、

日
本
民
芸
運
動
の
美
学
と
基

本
理
念
を
広
め
た
重
要
人
物

と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。

セ
ラ
か
ら
ミ
ロ
ま
で
の 

 

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
大
津
絵

　

セ
ル
ス
・
ゴ
ミ
ス
と
エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
は
、五
〇
年
代
か
ら
六
〇

年
代
に
、似
通
っ
た
興
味
を
持
っ
た
芸
術
家
や
文
化
活
動
家
、収
集

家
、同
僚
ら
と
多
彩
な
交
友
関
係
を
築
き
、そ
れ
を
共
有
し
て
い
た
。

こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス
が
、ミ
ロ
財
団
の
初
代
館

長
で
あ
る
ジ
ュ
ア
キ
ム
・
ゴ
ミ
ス（Joaquim

 Gom
is

）と
親
し
か

っ
た
ジ
ュ
ア
ン
・
ミ
ロ（Joan M

iró

）と
も
友
人
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。ま
た
、ミ
ロ
の
陶
芸
作
品
を
全
て
制
作
し
て
い
た

有
名
な
陶
芸
家
、ジ
ュ
ゼ
ッ
プ
・
リ
ョ
レ
ン
ス
・
ア
ル
テ
ィ
ー
ガ
ス

（Josep Llorens A
rtigas

）も
日
本
の
民
芸
陶
芸
作
品
に
熱
中

し
た
人
物
で
、彼
は
英
国
で
は
柳
宗
悦
に
、日
本
で
は
濱
田
庄
司
に

会
っ
た
経
験
が
あ
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。ア
ル
テ

ィ
ー
ガ
ス
が
日
本
の
民
芸
運
動
に
お
け
る
重
要
人
物
と
積
極
的
に

交
流
を
は
か
る
一
方
で
、濱
田
も
エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
と
ア
ル
テ
ィ
ー

ガ
ス
一
家
を
訪
ね
る
た
め
に
、何
回
か
バ
ル
セ
ロ
ナ
を
訪
れ
て
い

る
（
20
）。そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、六
〇
年
代
に
は
、ア
ル
テ
ィ
ー
ガ

ス
の
息
子
で
あ
る
ジ
ュ
ア
ン
・
ガ
ル
デ
ィ
・
ア
ル
テ
ィ
ー
ガ
ス

（Joan Gardy A
rtigas

）が
、日
本
人
女
性
石
川
允
子
と
結
婚
し

た
後
、益
子
で
陶
芸
を
研
究
し
、日
本
の
陶
芸
が
持
つ
伝
統
に
つ
い

て
濱
田
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
る
た
め
に
、日
本
へ
移
住
し
て
い

る
（
21
）。そ
う
い
っ
た
、カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
芸
術
に
関
わ
る
人
々
と
日
本

の
民
芸
と
が
交
流
す
る
機
会
を
経
て
、セ
ラ
や
ゴ
ミ
ス
、ア
ル
テ
ィ

ー
ガ
ス
、ミ
ロ
の
周
囲
で
は
、日
本
美
術
や
文
化
に
熱
狂
す
る
人
々

が
、わ
ず
か
で
は
あ
る
が
新
し
い
サ
ー
ク
ル
を
結
成
し
て
い
っ
た
。

　

バ
ル
セ
ロ
ナ
に
お
け
る
民
芸
運
動
促
進
の
始
ま
り
と
日
本
の
民

衆
的
な
工
芸
に
対
す
る
評
価
は
、セ
ラ
が
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
集

団
コ
バ
ル
ト
49（Cobalto 49

）と
協
力
し
て
、一
九
五
〇
年
の
春

に
王
室
芸
術
協
会（Reial Cercle A

rtístic

）バ
ル
セ
ロ
ナ
支
部

図４　19世紀初期に制作された《鳩と桃》。エ
ウダル・セラが1946年頃に京都で購入
した作品で、以前は小林一聲のコレク
ションに収められていた。箱には以下
のような山内神斧による箱書きがある。
「道歌大津絵中の稀品  セラ君これを
京に入手すと  これ熱心の賜ものとい
ふべし」。筆者蔵。

図３　18世紀の《鷹匠》。エウダル・セ
ラが1940年代に購入した作品
で、以前は小林一聲のコレクシ
ョンに収められていた。
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で
開
催
し
た
展
覧
会
か
ら
影

響
を
受
け
て
い
る
。こ
の
展

覧
会
は
日
本
民
芸
展（E

x-
posición de arte popular 
japonés

）
と
銘
打
た
れ
、
こ

こ
で
は
ゴ
ミ
ス
と
セ
ラ
が
集

め
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
選

ば
れ
た
一
九
四
点
の
作
品
が

展
示
さ
れ
た
。展
示
さ
れ
た
作
品
の
中
に
は
河
井
寛
次
郎

と
い
っ
た
芸
術
家
に
よ
る
現
代
的
な
作
品
だ
け
で
な
く
、

作
者
が
分
か
ら
な
い
焼
き
物
や
漆
器
、沖
縄
の
風
呂
敷
、こ

い
の
ぼ
り
、郷
土
玩
具
、絵
馬
、子
供
が
描
い
た
描
画
と
い

っ
た
様
々
な
も
の
に
混
じ
っ
て
、大
津
絵
も
十
点
含
ま
れ

て
い
た
。

　

い
く
つ
か
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
新
聞
は
、こ
の
展
覧
会

の
重
要
性
に
言
及
し
て
展
覧
会
を
評
価
し
、エ
ウ
ダ
ル
・
セ

ラ
と
と
も
に
展
覧
会
初
日
に
訪
れ
て
い
た
ジ
ョ
ア
ン
・
ミ

ロ
が
、こ
の
展
覧
会
に
大
き
な
関
心
を
示
し
た
こ
と
に
つ

い
て
も
書
き
立
て
た（
図
５
）。雑
誌〝D

estino

〞で
は
、「
陶

器
の
入
れ
物
や
焼
き
物
の
日
用
品
と
い
っ
た
数
多
く
の
作

品
を
前
に
し
て
観
客
た
ち
は「
ミ
ロ
の
作
品
み
た
い
！
」と

い
う
。い
か
に
も
、ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ロ
自
身
も
展
覧
会
初
日

に
き
て
、そ
れ
ら
の
作
品
に
親
し
み
を
覚
え
て
い
た
の
だ
。

香
り
立
つ
示
唆
的
な
展
示
物
が
も
つ
美
し
さ
を
前
に
し
、

彼
は
そ
れ
ら
を
通
し
て
自
分
自
身
を
見
出
し
た
の
で
あ

る
（
22
）」

　

展
覧
会
を
訪
れ
た
ミ
ロ
の
様
子
は
、こ
の
時
ジ
ョ
ア
キ

ム
・
ゴ
ミ
ス
が
撮
影
し
た
写
真
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
。展
覧
会
を
訪
れ
た
ミ
ロ
を
と
ら
え
た
貴
重
な
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
の
写
真
で
は
、ミ
ロ
は
十
八
世
紀
に
制
作
さ

れ
た
大
津
絵
の
掛
け
軸（
図
６
）の
傍
に
立
っ
て
い
る
。こ
の
ミ
ロ

と
と
も
に
映
っ
て
い
る
掛
け
軸
は
、セ
ラ
が
所
有
す
る
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
か
ら
出
品
さ
れ
た《
源
為
朝
》（
図
７
）で
あ
る
。こ
の
作
品
は
、

セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス
が
も
っ
と
も
評
価
し
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、

ミ
ロ
が
こ
の
大
津
絵
を
背
景
に
写
真
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
不

思
議
は
な
い
。ミ
ロ
が
普
遍
的
な
言
語
と
し
て
の
芸
術
を
探
求
し
、

飾
り
気
の
な
い
絵
画
を
制
作
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、ミ
ロ

は
こ
の
純
粋
で
新
鮮
で
独
創
的
な
大
津
絵
の
伝
統
に
、特
に
魅
了

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。一
方
セ
ラ
自
身
も
、楠
瀬
日
年

の
大
津
絵
版
画《
竹
に
虎
》（
ク
リ
ス
ト
フ
・
マ
ル
ケ
論
文
図
19
）を

展
覧
会
の
ポ
ス
タ
ー
に
使
用
し
て
お
り
、民
芸
を
語
る
う
え
で
、彼

が
い
か
に
大
津
絵
を
重
要
視
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。当
時

セ
ラ
が
大
津
絵
の
伝
統
に
大
き
な
重
要
性
を
見
出
し
て
い
た
も
う

一
つ
の
証
拠
と
し
て
、雑
誌〝Cobalto 49

〞（
図
８
）に
寄
せ
た
大

津
絵
に
関
す
る
短
い
論
文
が
あ
げ
ら
れ
る
。こ
れ
は
展
覧
会
に
合

わ
せ
て
出
版
さ
れ
た
論
文
で
、
一
九
二
六
年
に
出
版
さ
れ
た

『
壽
々
』で
山
内
が
紹
介
し
た
道
歌
入
り
大
津
絵
の
中
か
ら
、二
つ

の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。こ
の
論
文
で
は
、柳
が
そ
う
し
た
よ

う
に
、「
教
条
的
な
偏
見
に
縛
ら
れ
な
い
、外
国
人
に
は
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
、民
衆
の
た
め
の
民
衆
の
芸
術
」と
い
う
価
値
を

強
調
し
て
、追
分
絵
と
大
津
絵
が
持
つ
伝
統
を
統
合
し
た
（
23
）。日
本
の

文
献
に
倣
っ
て
、セ
ラ
は
岩
佐
又
兵
衛
か
ら
明
治
時
代
ま
で
の
大

図６　1950年にバルセロナではじめて開催された民芸展覧会
を訪れたジョアン・ミロ。ジョアキム・ゴミスによって
撮影されたこの写真では、セラのコレクションから出
展された大津絵の掛け軸、《源為朝》とともに写ってい
る。カタルーニャ国立資料館蔵。

図５　ジョアキム・ゴミスによって撮影された、1950年にバルセロナではじめて開催
された民芸展覧会を訪れたジョアン・ミロ。セラとゴミスが所有するコレクシ
ョンから出品された大津絵やこけしなどの民芸品と共に写っている。Gomis 
Succession.

図７　18世紀の《源為朝》。エウダ
ル・セラが1940年代に日本
で手に入れたもので、1950
年にバルセロナで展示さ
れた。筆者蔵。
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津
絵
の
歴
史
を
三
つ
の
区
分
に
分
け
、「
明
治
時
代
の
終
わ
り
、つ

ま
り
、希
少
な
作
品
の
贋
作
を
制
作
し
、そ
の
贋
作
を
高
値
で
売
る

こ
と
へ
と
専
業
画
家
た
ち
が
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、こ

れ
ら
の
絵
画
は
生
ま
れ
た
。多
く
の
絵
師
に
よ
っ
て
大
津
絵
が
描

か
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、今
日
で
は
優
れ
た
真
作
を
見
つ
け
る
の
は

非
常
に
難
し
く
、し
か
も
そ
う
し
た
優
れ
た
真
作
の
ほ
と
ん
ど
は
、

数
人
の
コ
レ
ク
タ
ー
が
所
有
し
て
い
る
（
24
）」と
い
う
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。実
際
山
内
が
言
う
よ
う
に
、当
初
セ
ラ
は
贋
作
を
購
入
し

て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、一
九
五
〇
年
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
開
催
さ
れ
た

日
本
民
芸
展
は
様
々
な
反
響
を
得
た
が
、こ
れ
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
に

お
け
る
民
芸
運
動
の
広
が
り
の
始
ま
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。そ
の

後
数
年
の
う
ち
に
、セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス
、ミ
ロ
が
共
有
し
た
大
津
絵
に

対
す
る
興
味
は
、一
定
の
成
果
を
も
た
ら
し
、バ
ル
セ
ロ
ナ
民
族
博

物
館
が
小
規
模
で
は
あ
る
が
公
的
な
大
津
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形

成
し
、五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
は
、大
津
絵
を
扱
っ
た
展
覧
会

が
複
数
回
企
画
さ
れ
る
と
い
っ
た
結
果
に
つ
な
が
っ
た
。

　

上
記
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
公
的
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
っ
た
最
初

の
大
津
絵
は
、一
九
五
〇
年
二
月
、つ
ま
り
最
初
の
民
芸
展
が
始
ま

る
数
か
月
前
に
、セ
ル
ス
・
ゴ
ミ
ス
が
寄
贈
し
た《
鬼
の
念
仏
》と

《
鶏
》の
二
つ
の
道
歌
大
津
絵
で
あ
る
（
25
）。そ
れ
ら
の
作
品
は
そ
の
ち

ょ
う
ど
一
年
前
、す
な
わ
ち
セ
ラ
が
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
戻
っ
た
一
年

後
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
設
立
さ
れ
た
、民
族
博
物
館（M

useo E
tno-

logico y Colonial

）に
所
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。実
の
と
こ
ろ
、

こ
の
時
か
ら
エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
は
、民
族
博
物
館
の
日
本
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
を
構
築
す
る
計
画
に
お
け
る
重
要
人
物
に
な
っ
て
い
た
。そ

の
後
、一
九
五
七
年
か
ら
一
九
六
八
年
の
間
、セ
ラ
は
、価
値
あ
る

公
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
の
民
芸
品
を
収
集
す

る
と
い
う
重
要
な
活
動
の
責
任
者
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
26
）。こ

の
時
期
に
も
彼
は
依
然
と
し
て
大
津
絵
に
対
す
る
関
心
を
維
持
し

て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。な
ぜ
な
ら
、一
九
五
五
年
に
日
本

で《
藤
娘
》の
大
津
絵
を
購
入
し
、一
九
五
七
年
の
夏
に
は
民
芸
館

を
訪
問
し
、芹
沢
銈
介
や
河
井
寛
次
郎
と
い
っ
た
友
人
を
訪
ね
た

だ
け
で
な
く
、新
し
い
大
津
絵
を
購
入
し
た
上
、米
浪
庄
弌
が
所
有

す
る「
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
」

を
見
る
た
め
に
、米
浪
の
も
と
を
訪
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
27
）。ま
た
、一
九
五
七

年
に
行
わ
れ
た
日
本
遠
征
の
成
功
を
よ

り
大
き
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、そ
の

翌
年
に
民
族
博
物
館
は
民
芸
展
を
開
催

し
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
も
っ
と
も

代
表
的
な
作
品
を
人
々
に
印
象
づ
け
る

た
め
に
、ポ
ス
ト
カ
ー
ド
セ
ッ
ト
を
刷

っ
た
。そ
の
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
セ
ッ
ト
の

中
で
も
と
く
に
強
調
さ
れ
て
い
た
の
は
、

芹
沢
銈
介
の
染
色
作
品
と
、十
九
世
紀

後
半
に
制
作
さ
れ
た《
外
法
の
梯
子
剃
》

の
掛
け
軸
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
も
日
本
に
来
る
た
び
に
エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
は
大
津
絵
を

購
入
し
て
い
っ
た
。そ
う
し
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
充
実
さ
せ
て
い

く
一
方
で
、一
九
五
九
年
に
は
、セ
ラ
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
日
本
の
現

代
版
画
を
扱
っ
た
展
覧
会
も
開
催
し
て
い
る
。こ
の
展
覧
会
の
カ

タ
ロ
グ
で
は
棟
方
志
功
の
作
品
を
通
し
て
、日
本
版
画
の
伝
統
に

お
け
る
大
津
絵
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
（
28
）。セ
ラ
は
そ
の
後

も
精
力
的
に
作
品
収
集
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、現
代
日
本
版
画

を
取
り
上
げ
た
展
覧
会
の
数
年
後
に
あ
た
る
一
九
六
四
年
、セ
ラ

は
日
本
で
濱
田
や
リ
ー
チ
、土
方
定
一
に
会
い
、古
物
商
を
何
件
か

訪
問
し
た
あ
と
、現
代
に
制
作
さ
れ
た《
雷
と
太
鼓
》の
大
津
絵
を
、

民
族
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
る
た
め
に
購
入
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、こ
の《
雷
と
太
鼓
》は
同
年
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
開
催
さ
れ

た
民
芸
展
覧
会
で
公
開
さ
れ
た
（
29
）。

　

こ
う
し
た
セ
ラ
や
ゴ
ミ
ス
の
活
動
な
ど
を
通
し
て
、カ
タ
ル
ー

ニ
ャ
で
は
、何
年
も
か
け
て
日
本
の
民
芸
に
対
す
る
関
心
は
広
が

っ
て
ゆ
き
、歴
史
家
や
批
評
家
、芸
術
家
、ア
マ
チ
ュ
ア
芸
術
愛
好

家
な
ど
様
々
な
人
が
参
加
す
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
芸
術
サ
ー
ク
ル

で
は
、次
第
に
民
芸
運
動
の
原
理
が
知
ら
れ
始
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。コ
バ
ル
ト
49
か
ら
離
反
し
た
ク
ラ
ブ
49（Club 

49
）と
い
う

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
グ
ル
ー
プ
を
例
に
挙
げ
る
と
、こ
の
グ

ル
ー
プ
に
は
セ
ラ
や
ゴ
ミ
ス
、ミ
ロ
だ
け
で
な
く
、ア
ン
ト
ニ
・
タ

ピ
エ
ス（A

ntoni T
àpies

）、ジ
ュ
ア
ン
・
ポ
ン
ス（Joan Ponç

）、

ア
ン
ジ
ェ
ル
・
フ
ェ
ラ
ンÁ

ngel Ferrant

、ジ
ュ
ア
ン
・
ジ
ュ
セ

ッ
プ
・
タ
ラ
ッ
ツ（Joan Josep T

harrats

）、ム
イ
セ
ス
・
ビ
レ
リ

ア（M
oisès V

illèlia

）、ジ
ュ
ア
ン
・
ブ
ロ
サ（Joan Brossa

）、フ

ラ
ン
セ
ス
ク
・
ビ
セ
ン
ス（Francesc V

incens

）、ア
レ
ク
サ
ン

ド
ラ
・
シ
リ
シ（A

lexandre Cirici

）、マ
リ
ア
・
リ
ュ
イ
サ
・
ボ
ラ

ッ
ス（M

aria Lluïsa Borràs

）と
い
っ
た
芸
術
家
や
芸
術
批
評

家
た
ち
も
加
わ
っ
て
い
た
。こ
の
い
わ
ゆ
る
ク
ラ
ブ
49
は
、エ
ウ
ダ

図８　バルセロナで初の民芸展覧会が開催された時期に、
アヴァンギャルド雑誌“ Cobalto 49 ”に掲載され
たエウダル・セラが執筆した大津絵に関する論文。
Serra Succession.
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ル
・
セ
ラ
と
と
も
に
、日
本
の
陶
芸
と
フ
ォ
ー
ク
ア
ー
ト
を
扱
う
展

覧
会
を
何
回
か
開
催
し
て
い
る
。ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、メ
ン
バ
ー

の
内
の
何
人
か
は
、一
九
六
八
年
に
、『
日
本
の
造
形
物
に
お
け
る

芸
術（E

l arte del objeto japonés

）』と
題
さ
れ
た
芸
術
冊
子

『
フ
ォ
ト
ス
コ
ー
プ（Fotoscop

）』を
出
版
す
る
な
ど
珍
し
い
企
画

を
お
こ
な
っ
た
。こ
の
本
に
は
、岩
宮
武
二
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た

写
真
が
ジ
ョ
ア
ン
・
プ
ラ
ッ
ツ
の
監
修
に
よ
っ
て
掲
載
さ
れ
、そ
れ

ら
の
写
真
に
は
マ
リ
ア
・
リ
ュ
イ
サ
・
ボ
ラ
ッ
ス
に
よ
る
文
章
が
添

え
ら
れ
た
。ク
ラ
ブ
49
が
盛
ん
に
活
動
し
て
い
た
こ
の
時
に
、大
津

絵
が
ふ
た
た
び
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、民
芸
品
に

適
用
さ
れ
る
類
型
学
や
美
学
的
原
則
は
、核
を
な
す
ア
イ
デ
ア
と

し
て
残
っ
て
い
た
。ち
な
み
に
、『
フ
ォ
ト
ス
コ
ー
プ
』が
出
版
さ
れ

た
一
九
六
八
年
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
年
、エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
は
民
族

博
物
館
に
収
蔵
す
る
民
芸
品（
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
大
津
絵
）を

収
集
す
る
べ
く
、ふ
た
た
び
日
本
を
訪
れ
て
い
た
。こ
の
時
の
収
集

品
は
最
終
的
に
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
だ
け
で
な
く
、一
九
七
三
年
マ
ド

リ
ー
ド
で
開
か
れ
た
民
芸
展
覧
会
で
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
い
っ
た
、カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
民
芸
運
動
が
受
容
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、ミ
ロ
が
一
九
六
六
年
十
月

に
は
じ
め
て
日
本
を
訪
れ
た
時
に
、日
本
民
藝
館
を
訪
れ
た
こ
と

は
な
に
も
意
外
な
こ
と
で
は
な
い
。ミ
ロ
は
来
日
の
際
、濱
田
の
友

人
で
あ
る
陶
芸
家
の
ジ
ュ
ゼ
ッ
プ
・
リ
ョ
レ
ン
ス
・
ア
ル
テ
ィ
ー
ガ

ス
と
そ
の
息
子
ジ
ョ
ア
ン
・
ガ
ル
デ
ィ
・
ア
ル
テ
ィ
ー
ガ
ス
、及
び

そ
の
妻
を
伴
っ
て
、民
藝
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
観
に
訪
れ
て
い

る
。ミ
ロ
は
、恐
ら
く
ゴ
ミ
ス
か
ら
贈
ら
れ
た
本
だ
と
考
え
ら
れ
る

が
、柳
宗
悦
の
著
書〝E
l arte popular japonés

〞（
一
九
三
九
）

を
自
身
の
蔵
書
に
入
れ
て
い
た
。ま
た
、そ
う
し
た
書
籍
を
所
有
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、民
芸
運
動
、と
り
わ
け
大
津
絵
に
対
し
大
き

な
関
心
を
抱
い
て
い
た
。当
時
の
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
記
事

か
ら
は
、彼
が
民
藝
館
で
、民
衆
絵
画
と
大
津
絵
に
強
い
興
味
を
示

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

「
日
本
民
芸
館
で
は
同
館
、田
中
豊
太
郎
さ
ん
の
案
内
で
、焼

物
、染
め
物
、織
物
な
ど
民
衆
の
チ
エ
か
ら
生
ま
れ
た
古
い
民

芸
品
を
見
て
回
っ
た
。自
由
な
筆
致
の〝
大
津
絵
〞や
曽
我
兄

弟
の
仇
討
ち
を
描
写
し
た
六
曲
の〝
曽
我
物
語
び
ょ
う
ぶ
〞平

清
盛
が
兵
庫
築
港
の
さ
い
、埋
め
立
て
に
人
柱
を
使
っ
た
模

様
を
描
い
た〝
築
島
絵
巻
〞な
ど
に
は
、と
く
に
感
心
し
た
よ

う
す
で
、眼
鏡
を
か
け
た
り
は
ず
し
た
り
し
て
細
か
に
か
き

込
ま
れ
た
絵
に
見
い
っ
て
い
た
（
30
）」

現
代
の
動
向

　

時
が
流
れ
、ク
ラ
ブ
49
の
メ
ン
バ
ー
や
芸
術
家
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
の
道
に
進
ん
で
い
っ
た
。た
と
え
ば
、エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
は
彫
刻

家
・
陶
芸
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
続
け
た
が
、民
族
博
物
館
と
の

親
密
な
協
力
関
係
は
次
第
に
変
化
し
て
い
っ
た
。世
界
中
の
文
化

圏
を
視
野
に
入
れ
た
、挑
戦
的
な
私
的
芸
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
フ
ォ
ル
ヒ
財
団
に
も
協
力
し
は
じ
め
、新
た
な
仕
事
に
取
り
組

む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
（
31
）。し
か
し
セ
ラ
が
民
族
博
物
館
か
ら
離

れ
て
も
、依
然
と
し
て
セ
ラ
と
日
本
と
の
つ
な
が
り
は
深
く
、彼
は

そ
の
後
も
日
本
を
訪
れ
て
は
フ
ォ
ー
ク
ア
ー
ト
や
工
芸
品
を
購
入

し
た
。こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、日
本
で
の
こ
と
を
綴
っ
た
彼
の
旅
行

日
記
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。た
と
え
ば
日
記
の
記

述
の
中
に
は
、一
九
八
〇
年
夏
に
京
都
で
書
か
れ
た
以
下
の
一
節

が
あ
る
。「
私
は
古
美
術
商
の
コ
テ
ラ（
京
都
新
門
前
町
のG

al-
lery G

race A
ntiques

の
主
人
）に
、四
点
の
大
津
絵
と
幾
つ
か

の
日
本
の
切
手
を
譲
っ
た
。そ
れ
ら
に
は
買
い
手
が
つ
く
は
ず
だ
（
32
）」。

け
れ
ど
も
セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス
が
年
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
り
、六
〇
年

代
に
民
族
博
物
館
と
の
共
同
で
セ
ラ
が
開
催
し
た
最
後
の
民
芸
展

以
降
は
、大
津
絵
は
公
開
さ
れ
な
く
な
っ
た
。そ
う
い
っ
た
経
緯
も

あ
り
、バ
ル
セ
ロ
ナ
に
お
け
る
大
津
絵
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
め

ぐ
る
素
朴
な
物
語
は
、従
来
、あ
く
ま
で
日
本
に
特
別
な
関
心
を
抱

い
た
人
々
と
そ
の
友
人
た
ち
が
構
成
す
る
、小
さ
な
グ
ル
ー
プ
に

み
ら
れ
る
事
例
と
い
う
位
置
づ
け
に
終
始
し
て
い
た
。

　

現
時
点
で
、筆
者
が
確
認
で
き
た
だ
け
で
も
、セ
ラ
と
ゴ
ミ
ス
に

よ
っ
て
昭
和
期
に
集
め
ら
れ
た
、十
八
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か

け
て
制
作
さ
れ
た
大
津
絵
が
、七
十
点
以
上
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
存
在

し
て
い
る
。し
か
し
、そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
個
人
蔵
で
あ
っ
た
り
、

た
と
え
公
的
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
忘
れ
ら
れ
た
も
同
然
の

扱
い
を
受
け
た
り
し
て
い
る
。そ
の
一
方
で
、次
第
に
忘
れ
ら
れ
た

大
津
絵
に
対
す
る
再
評
価
が
始
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ

る
。大
津
絵
を
扱
っ
た
重
要
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
日
仏
会
館
を
会

場
と
し
た
展
覧
会
が
同
時
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
や
、バ
ル
セ
ロ
ナ

世
界
文
化
博
物
館
で
二
〇
一
六
年
か
ら
、小
さ
い
な
が
ら
も
大
津

絵
が
常
設
展
示
場
内
に
飾
ら
れ
た
こ
と
な
ど
は
、そ
の
こ
と
を
端

的
に
表
す
例
で
あ
ろ
う
。こ
の
展
示
は
大
津
絵
そ
の
も
の
の
価
値

に
加
え
、大
津
絵
が
ど
の
よ
う
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
芸
術
家
た
ち

に
受
容
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
解
説
を
行
っ
て
い
る
。二
十

世
紀
半
ば
に
、大
津
絵
が
日
本
の
民
芸
に
熱
狂
し
た
人
々
や
仲
間

内
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
得
て
い
た
名
声
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、確

か
に
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。け
れ
ど
も
、大
津
絵
研

究
の
現
状
は
、日
本
美
術
や
日
本
文
化
に
対
す
る
恒
久
的
な
興
味

に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
、希
望
を
託
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

註（
１

）大
津
絵
が
掲
載
さ
れ
た
本
や
大
津
絵
の
画
題
を
取
り
入
れ
た
浮
世
絵
版
画
は
、ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
時
代
に
、販
売
お
よ
び
公
開
さ
れ
て
い
た
。大
津
絵
は
林
忠
正
、ジ

ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ビ
ン
グ
や
山
中
商
會
と
い
っ
た
美
術
商
を
通
じ
て
販
売
、収
集
が
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行
わ
れ
た
。

（
２

）Meher M
cA
rthur, G

ods and G
oblins. Japanese Folk Painting from

 

O
tsu, Pacific A

sia M
useum

, Pasadena, 1999, pp. 57

―73. 

ク
リ
ス
ト

フ
・
マ
ル
ケ『
大
津
絵  

民
衆
的
諷
刺
の
世
界
』角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、東
京
、二
〇

一
六
年
、三
〜
七
頁
、二
七
七
〜
二
八
三
頁

（
３

）こ
の
仮
説
は
ピ
カ
ソ
が
大
津
絵
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
説
明
す
る
一
助
と
な
り

う
る
も
の
で
あ
る
。

（
４

）セ
ラ
の
生
涯
と
創
作
に
関
す
る
最
初
の
言
及
は
以
下
の
文
献
に
み
ら
れ
る
。

　
　

Joan T
eixidor E

udald Serra Ediciones Poligrafa, Barcelona, 1979

　
　

Fernando M
arza, Pepe Serra 

“Eudald Serra. Rastres de vida

” 

A
juntam

ent de Barcelona, Barcelona, 1998

（
５

）エ
ド
モ
ン
ド
・
イ
バ
は
第
二
代
住
友
総
理
事
、伊
庭
貞
剛
の
孫
娘
で
あ
る
。朝
岡
康

二「
バ
ル
セ
ロ
ナ
民
族
学
博
物
館
」の「
セ
ラ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」と
そ
の
背
景
」『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』第
一
〇
八
集
、二
〇
〇
三
年
十
月
、五
四
三
〜
五

六
一
頁

（
６

）Ricard Bru, 

“Eudald Serra i el poble ainu. L

’estada a H
okkaidō de 

1947

”, Locus A
m
oenus, vol. 14, 2016, pp. 199

―214.

（
７

）二
〇
一
八
年
に
は
学
術
誌〝G

oya

〞（
マ
ド
リ
ー
ド
）が
、エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
の
日
本

滞
在
期
に
注
目
し
た
“El escultor Eudald Serra en Japón 

（1935

―1938

）. 

N
otas para una biografía artística

”と
い
う
題
の
論
考
を
掲
載
す
る
。

（
８

）ジ
ョ
ア
キ
ム
・
ゴ
ミ
ス
は
エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
の
日
本
渡
航
直
前
の
一
九
三
五
年
バ
ル

セ
ロ
ナ
で
の
デ
ビ
ュ
ー
を
手
助
け
し
た
人
物
で
も
あ
る
。J. N

aranjo, Joaquim
 

G
om
is, Barcelona, Fundació Joan M

iró, 2002. Juan N
aranjo, Joa-

quim
 G
om
is : de la m

irada obliqua a la narració visual, Barcelo-

na, Fundació Joan M
iró, 2012.

（
９

）Ricard Bru, 

“En torno al m
ovim

iento m
ingei. Cels Gom

is y el col-

eccionism
o de arte popular japonés

”, G
oya, nº 359, June 2017, pp. 

162

―179.

（
10
）ゴ
ミ
ス
は
約
四
〇
〇
体
の
伝
統
こ
け
し
を
所
有
し
て
い
た
。Ricard Bru, 

“En 

torno al m
ovim

iento m
ingei. Cels Gom

is y el coleccionism
o de 

arte popular japonés

”, G
oya, 2017, pp. 165

―168.

（
11
）渡
辺
鴻「
セ
ル
ソ
・
ゴ
ミ
ス
氏
の
こ
と
ば
」『
鴻
』第
三
号
、昭
和
十
五
年
九
月
二
十
八

日
、一
頁

（
12
）渡
辺
鴻「
蒐
集
家
の
ニ
ュ
ー
ズ
」『
鴻
』第
一
号
、昭
和
十
五
年
七
月
二
十
八
日
、一
一

頁

（
13
）今
村
秀
太
郎「
年
譜
」『
こ
れ
く
し
ょ
ん
・
山
内
金
三
郎
・
追
悼
』昭
和
四
十
三
年
、二

三
頁

（
14
）セ
ル
ス
・
ゴ
ミ
ス
に
関
し
て
は
、彼
が
ど
の
よ
う
に
約
四
〇
〇
体
の
こ
け
し
を
収
集

し
た
か
に
つ
い
て
の
手
掛
か
り
と
な
る
文
献
は
多
数
存
在
す
る
が
、彼
の
大
津
絵

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
情
報
は
殆
ど
存
在
し
な
い
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
、山
内

神
斧
が
一
九
二
六
年
の『
壽
々
』で
発
表
し
た
道
歌
大
津
絵
に
関
す
る
論
考
内
の
献

辞
を
読
む
と
、山
内
神
斧
の
店
で
ゴ
ミ
ス
が
大
津
絵
を
購
入
し
た
と
推
測
で
き
る
。

「
昭
和
十
九
年
八
月
著
者
神
斧
ゴ
ミ
ス
畏
兄
座
下
」

（
15
）板
画
会
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
こ
れ
ら
二
冊
の
楠
瀬
日
年
の
版
画
集
は
、京
都
の

寺
町
御
池
に
あ
る
“Kyoka book store

”と
丸
中
書
店
で
一
九
四
六
年
に
購
入

さ
れ
た
。
“Kyoka book store

”で
は
五
十
枚
入
り
の『
大
津
絵
版
画
集
』を
一

〇
〇
円
で
購
入
、丸
中
書
店
で
は
四
十
枚
入
り
の『
大
津
絵
版
画
集
』の
折
本
を
一

五
〇
円
で
購
入
し
て
い
る
。

（
16
）山
内
神
斧
は
一
九
四
四
年
に
阪
急
百
貨
店
美
術
部
で
セ
ラ
の
陶
芸
と
彫
刻
の
展
覧

会
を
開
催
し
て
い
る
。

（
17
）山
内
神
斧「
大
津
繪
、『
日
本
美
術
工
藝
』第
三
六
号
、昭
和
二
十
一
年
一
月
、二
五
頁

（
18
）山
内
神
斧「
大
津
繪
展
覧
會
の
思
出
」『
工
藝
』第
一
二
〇
号
、昭
和
二
十
六
年
一
月
、

五
五
頁

（
19
）山
内
神
斧「
大
津
繪
展
覧
會
の
思
出
」『
工
藝
』第
一
二
〇
号
、昭
和
二
十
六
年
一
月
、

五
五
〜
五
六
頁

（
20
）濱
田
は
ア
ル
テ
ィ
ー
ガ
ス
の
家
に「
益
子
」と
呼
ば
れ
る
登
り
窯
を
造
り
、ミ
ロ
の

一
九
六
三
年
以
降
の
陶
芸
作
品
の
殆
ど
は
こ
の
窯
で
製
作
さ
れ
た
。

（
21
）ア
ル
テ
ィ
ー
ガ
ス
は
濱
田
庄
司
と
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
を
一
九
六
一
年
に
行
わ

れ
た
ジ
ョ
ア
ン
と
允
子
の
結
婚
式
で
仲
人
に
指
名
す
る
ほ
ど
、民
芸
の
陶
芸
の
伝

統
へ
の
敬
意
と
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
。

（
22
）“Japón en la Plaza de Cataluña

”, D
estino, nº 664, 29 A

pril 1950, p. 

7.

（
23
）山
内
神
斧「
大
津
繪
の
思
出
」『
壽
々
』第
二
号
、大
正
十
五
年
一
月
、七
頁
の
図
。

Eudaldo Serra, 

“Otsu

―e, o pinturas de O
tsu

”, Cobalto 49, nº 3, 

1950, p. 9.

（
24
）Eudaldo Serra, 

“Otsu

―e, o pinturas de O
tsu

”, Cobalto 49, nº 3, 

1950, p. 9.

（
25
）Archive of the Ethnological M

useum
 in Barcelona, M

EB 15

―9 and 

M
EB 15

―10

（
26
）Muriel Góm

ez, E
l m
ovim

iento m
ingei en las colecciones del M

useu 

E
tnològic de Barcelona : el caso de los kyôdo

―gangu o juguetes 

populares y tradicionales japoneses, Zaragoza, U
nivesidad de Zara-

goza, 2011.

（
27
）Serra A

rchives, Eudald Serra, T
ravel diary in Japan, 20 June 

1957 

（m
anuscript

）.

（
28
）Teiichi H

ijikata, 

“Notas acerca del grabado japonés

”, G
rabados 

japoneses, Barcelona, A
yuntam

iento de Barcelona, 1959, p. 3

―4.

（
29
）Catálogo de la exposición de etnología y arte popular japonés, Bar-

celona, A
yuntam

iento de Barcelona, 1965, p. 15. A
ugusto Panyella, 

A
rte religioso japonés, M

adrid, Cuadernos de arte de publicaciones 

españolas, 1966, pp. 4

―5. 

今
日
、バ
ル
セ
ロ
ナ
民
族
博
物
館
に
は
十
二
点
の
大

津
絵
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、そ
の
ほ
と
ん
ど
は
エ
ウ
ダ
ル
・
セ
ラ
が
日
本
で
購
入
し

た
も
の
で
あ
る
。

（
30
）「
ゆ
っ
く
り
、民
芸
品
を
楽
し
む
」『
毎
日
新
聞
』昭
和
四
十
一
年
十
月
三
日
、十
三
版

（
31
）Josefina Rom

a, A
gustina V

alls, 

“El m
useu de la Fundació Folch

”, 

R
evista d

’etnologia de Catalunya, nº 13, 1998, pp. 149

―152. M
aria 

Lluïsa Borràs, Coleccionistas de arte en Cataluña, Barcelona, La 

V
anguardia, 1966, pp. 101

―116.

（
32
）Serra A

rchives, Eudald Serra, T
ravel diary in Japan, 6 June 1980 

（m
anuscript

）.
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