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２
０
１
６
年
１
月
９
日（
土
）～
２
月
28

日（
日
）、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
で
は
企

画
展
「
よ
う
こ
そ
日
本
へ  

１
９
２
０
︱

30
年
代
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
デ
ザ
イ
ン
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。「
旅
の
図
書
館
」
も
所

蔵
古
書
を
提
供
し
、
展
示
に
協
力
さ
せ
て

第
１
部
：
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る

話
題
提
供

同
企
画
展
で
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
黎れ

い
め
い明

期

と
も
言
え
る
１
９
２
０
︱
30
年
代
の
観

光
ポ
ス
タ
ー
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
雑
誌
の

表
紙
や
挿
絵
を
飾
っ
た
画
家
た
ち
の
作
品

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
開
催
期
間

中
の
入
場
者
は
２
万
人
に
も
上
り
、
カ
タ

ロ
グ
も
完
売
。
各
方
面
か
ら
多
く
の
反
響

観
光
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー　
旅
の
図
書
館

第
６
回
「
た
び
と
し
ょ C

afe

」
を
開
催

活
動
報
告

い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、３
月
15
日（
火
）に
開
催
し
た

第
６
回「
た
び
と
し
ょCafe

」で
は
、「
い
ま

伝
え
た
い「
日
本
」と
は 

～
１
９
２
０
︱
30

年
代
の
日
本
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
か
ら
考
え

る
～
」を
テ
ー
マ
に
、同
展
を
担
当
さ
れ
た

木
田
拓
也
氏（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工

芸
課
主
任
研
究
員
）を
お
招
き
し
ま
し
た
。

「
旅
の
図
書
館
」が
一
時
閉
館
中
に
つ
き
、

当
財
団
会
議
室
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た

が
、
会
場
の
一
角
で
は
、
企
画
展
で
展
示

さ
れ
た
古
書
の
他
、
当
図
書
館
所
蔵
の
ジ

ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
機
関

誌『
ツ
ー
リ
ス
ト
』や
当
時
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
な
ど
も
併
せ
て
展
示
し
、
皆
様
に
ご
覧

い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
者
は
研
究
者
や
学
生
に
加
え
、行

政
や
観
光
関
連
団
体
、
民
間
の
方
や
当
財

団
の
研
究
員
な
ど
、計
22
人
と
な
り
ま
し
た
。

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
木
田
氏
か
ら
は
、

同
企
画
展
の
開
催
に
至
る
ま
で
の
経
緯
や
、

当
時
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
の
制
作
過
程
、
実

際
に
展
示
さ
れ
た
作
品
に
関
す
る
当
時
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
当
時
の
日
本
が
観
光
ポ
ス

タ
ー
を
通
じ
て
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て

い
た
か
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
。
事
前
に
企
画
展
を
見
学
し
た
参

加
者
も
多
く
、
実
際
の
作
品
を
思
い
出
し

な
が
ら
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

【第１部のお話のポイント】

◦1920-30年代の日本の国境は現在と
は異なり、アジアの都市にも日本人が
多く住んでいた。国際的にも観光ブー
ムが起こっていた頃で、日本において
も観光産業は外貨獲得の4位を占めて
いた。

◦観光ポスターには多民族国家を目指
していた当時の日本にとって、共同体
としての理想の姿が描かれており、平
和産業である観光を通じて、戦争を
回避しつつ、孤立していく日本のイメ
ージアップを図る狙いもあった。加え
て、日本人自身に日本の良さを認識し
てもらう狙いもあった。

◦当時の観光ポスターは社会的・政治
的背景がうかがえる自画像でもあった
とともに、国家としてのメッセージが
込められたプロパガンダとしての役割
があった。

◦観光ポスターは鉄道会社や船会社、
ジャパン・ツーリスト・ビューロー、国
際観光局など外客誘致に積極的に取
り組んでいた組織により制作されて
おり、杉浦非水や吉田初三郎など第
一線で活躍していたデザイナーや画
家によって多く描かれていた。また、
印刷技法や制作手法においても当時
の最先端の技術が使われていた。

木
田
拓
也
（
き
だ 

た
く
や
）
氏

　

石
川
県
生
ま
れ
。文
学
博
士
。１
９
９
３
年
早
稲
田
大
学
第
一文
学
部
卒
業

後
、佐
倉
市
立
美
術
館
学
芸
員
。１
９
９
７
年
、東
京
国
立
近
代
美
術
館（
工

芸
館
）研
究
員
。現
在
、同
美
術
館
工
芸
課
主
任
研
究
員
。主
な
著
書
と
し
て

『
工
芸
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
近
代 

「
日
本
的
な
も
の
」の
創
出
』（
吉
川
弘
文
館
、

２
０
１
４
年
）、『
日
本
の
20
世
紀
芸
術
』（
共
著
、平
凡
社
、２
０
１
４
年
）、『
美

術
史
の
余
白
に 

工
芸
・
ア
ル
ス・現
代
美
術
』（
共
著
、美
学
出
版
、２
０
０
８

年
）、『
近
代
日
本
デ
ザ
イ
ン
史
』（
共
著
、美
学
出
版
、２
０
０
６
年
）な
ど
が
あ

る
。こ
れ
ま
で
に
担
当
し
た
企
画
展
は「
大
阪
万
博
１
９
７
０ 

デ
ザ
イ
ン
プ
ロ

ジェク
ト
」（
２
０
１
５
年
）、「
東
京
オ
リ
ン
ピッ
ク
１
９
６
４ 

デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
ジェ

ク
ト
」（
２
０
１
３
年
）「
越
境
す
る
日
本
人——

工
芸
家
が
夢
み
た
ア
ジ
ア

１
９
１
０ｓ—

１
９
４
５
」（
２
０
１
２
年
）な
ど
多
数
。
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【
木
田
氏
】
国
際
観
光
局
の
場
合
、１
万
～

３
万
枚
ほ
ど
印
刷
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

郵
送
料
も
莫
大
な
金
額
に
な
る
だ
け
で
な

く
、配
布
ル
ー
ト
を
ど
の
よ
う
に
開
拓
し
て

い
た
の
か
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

●
参
加
者
か
ら
の
反
応

　

参
加
者
の
皆
様
か
ら
は
、「
時
代
性
や

産
業
の
発
展
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が

関
係
し
て
そ
の
作
品
が
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
が
実
感
で
き
た
」「
１
９
２
０
︱
30

年
代
と
い
う
時
代
背
景
か
ら
の
視
点
も

興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
」「
貴
重
な
資
料

も
見
せ
て
い
た
だ
き
大
変
面
白
か
っ
た
」

と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

デ
ザ
イ
ン
や
工
芸
を
専
門
分
野
と
す
る

木
田
氏
の
視
点
か
ら
気
づ
か
さ
れ
る
点
は

大
変
多
く
、
当
時
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
に
込

め
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
狙
い
や
位
置
づ
け

を
知
る
こ
と
で
、
今
改
め
て
我
々
自
身
が

自
国
の
魅
力
を
認
識
し
、
表
現
す
る
力
が

ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
お

話
と
企
画
展
の
内
容
は
、
こ
れ
か
ら
の
イ

ンバウ
ン
ド
政
策
や
観
光
の
あ
り
方
を
見
つ

め
直
す
大
変
良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

（
観
光
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー　

企
画
室　

福
永
香
織
）

第
２
部
：
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
の

意
見
交
換

　

１
９
２
０
︱
30
年
代
に
初
め
て
日
本
で

発
売
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
軽
食
や
お

菓
子
を
食
べ
な
が
ら
、
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ

ー
と
ゲ
ス
ト
に
よ
る
意
見
交
換
を
行
い
ま

し
た
。
以
下
に
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

【
参
加
者
】
観
光
ポ
ス
タ
ー
を
通
じ
て
世

界
が
感
じ
た
日
本
の
印
象
と
い
う
の
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

【
木
田
氏
】
当
時
、
世
界
周
遊
船
エ
ン
ブ

レ
ム
・
オ
ブ
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
号
の
乗

客
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
結
果
、
日
本

は
国
、
女
性
、
山
、
神
社
の
項
目
で
ト
ッ

プ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
海
外
の
雑
誌

記
者
を
日
本
に
招
い
て
記
事
を
書
い
て
も

ら
う
と
い
っ
た
こ
と
も
し
て
い
た
よ
う
な

の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
か
ら
読
み
取
れ

る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

当
時
の
資
料
が
あ
ま
り
残
っ
て
お
ら
ず
、

当
時
の
反
響
を
追
跡
す
る
の
は
難
し
い
か

も
し
れ
な
い
。

【
参
加
者
】
有
名
な
画
家
が
観
光
ポ
ス
タ

ー
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
後
々
の
作
品
に

影
響
は
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
日
本
の
イ

メ
ー
ジ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
こ
の
時
代

に
形
づ
く
ら
れ
た
の
か
。

【
木
田
氏
】
観
光
名
所
や
景
観
を
描
く
画

家
の
作
風
な
ど
に
は
影
響
し
た
の
で
は
な

い
か
。
一
方
で
、
ポ
ス
タ
ー
を
誰
に
書
い

て
も
ら
う
か
と
い
う
こ
と
を
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
ト
し
た
人
が
い
る
は
ず
な
の
で
、
そ
の

存
在
は
大
き
い
と
思
う
。
和
風
美
人
や
富

士
山
、
桜
な
ど
は
も
っ
と
古
く
か
ら
頻
繁

に
描
か
れ
て
い
た
。
万
博
に
出
展
す
る
際

に
も
富
士
山
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
よ
く
使

わ
れ
た
が
、
日
本
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
海
外
に
分
か
り
や
す

く
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

【
参
加
者
】
１
９
０
０
年（
明
治
33
年
）ま

で
に
日
本
に
来
た
外
国
人
が
本
で
紹
介
し

て
い
る
よ
う
な
日
本
の
風
景
が
今
回
の
ポ

ス
タ
ー
に
は
ほ
と
ん
ど
表
現
さ
れ
て
い
な

い
が
、
そ
の
点
は
ど
う
考
え
る
か
。

【
木
田
氏
】
そ
れ
は
興
味
深
い
。
日
本
が

ア
ピ
ー
ル
し
た
要
素
と
、
実
際
に
日
本
に

来
て
み
て
良
い
と
感
じ
た
要
素
に
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
大
隅
】
参
加
者
の
皆
さ
ん
か
ら
事
前
に

い
た
だ
い
た
質
問
に
は
、
写
真
が
多
用
さ

れ
る
時
代
に
な
り
、
訴
求
力
が
落
ち
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
多
く
あ

っ
た
。
１
９
４
０
年
代
に
な
る
と
写
真
が

使
わ
れ
て
い
る
も
の
も
増
え
る
が
、
イ
ラ

ス
ト
と
比
べ
て
ア
ピ
ー
ル
力
が
弱
い
気
も

す
る
。
一
方
で
、
我
々
も
日
本
の
良
さ
を

感
じ
取
る
力
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
そ
の
点
は

ど
う
捉
え
て
い
る
か
。

【
木
田
氏
】
写
真
が
使
わ
れ
て
い
る
ポ
ス
タ

ー
も
あ
っ
た
が
、
写
真
と
イ
ラ
ス
ト
の
反

応
の
差
を
確
か
め
る
の
は
難
し
い
。
ポ
ス

タ
ー
の
た
め
に
写
真
を
撮
る
と
い
う
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
同
じ
写
真
を
使
い
回

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
写
真
技

術
で
は
表
現
力
に
限
界
が
あ
っ
た
の
だ
と

思
う
。

【
参
加
者
】
こ
れ
ら
の
ポ
ス
タ
ー
は
ど
の
く

ら
い
印
刷
さ
れ
、
ど
こ
に
掲
示
さ
れ
て
い

た
の
か
。
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