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瀧
口
修
造（
一
九
〇
三
│
一
九
七
九
）と
い
え
ば
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
日
本
に
紹
介
す
る
に
あ
た
り

最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
多
く
の
方
々
は「
瀧
口
修
造
と
彼
が
見
つ
め
た

作
家
た
ち
」と
い
う
展
覧
会
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
展
を
期
待
し
て
来
場
し
、
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
肩
透
か
し
の
印
象
を
お
持
ち
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
、
本
展
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
展
で
は
な
い
。
瀧
口
お
よ
び
彼
が
関
心
を
も
っ
て
見
つ
め
た
作
家
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に

「
も
の
」（
物
質
／
物
体
／
オ
ブ
ジ
ェ
）と
向
き
合
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
着
目
し
な
が
ら
作
品
選
定
・
会
場

構
成
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
小
企
画
を
思
い
立
っ
た
き
っ
か
け
は
、
昨
年
十
二
月
に
大
阪
大
学
で
開
か
れ
た「〈
具
体
〉 

再
考
　
一
九
三
〇
年
代
の
前
衛
」と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
参
加
だ
っ
た﹇
註
1
﹈。
大
阪
大
学
で
は
、

戦
後
に
国
際
的
な
活
動
を
展
開
し
た
前
衛
グ
ル
ー
プ
、
具
体
美
術
協
会
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
一
環
と
し
て
三
年
連
続
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
企
画
さ
れ
、一
昨
年
は「
具
体
」の
意
義
を
考
え
る

た
め
に
、
同
時
代
の「
実
験
工
房
」「
デ
モ
ク
ラ
ー
ト
美
術
家
協
会
」と
の
比
較
検
討
が
な
さ
れ
た
。
昨
年

は
そ
れ
に
続
き
、「
具
体
」の
吉
原
治
良
、「
実
験
工
房
」の
瀧
口
修
造
、「
デ
モ
ク
ラ
ー
ト
美
術
家
協
会
」

の
瑛
九
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
人
物
が
、
戦
前
に
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
活
動
を
始
め
て

い
た
か
が
議
論
さ
れ
た
。
パ
ネ
ラ
ー
は
吉
原
に
つ
い
て
加
藤
瑞
穂
氏（
大
阪
大
学
）、
瀧
口
修
造
に
つ
い
て

光
田
由
里
氏（
D
I
C
川
村
記
念
美
術
館
）、
瑛
九
に
つ
い
て
私
で
あ
っ
た
。

　
討
議
の
中
で
、
吉
原
が「
具
体
美
術
宣
言
」（『
芸
術
新
潮
』一
九
五
六
年
十
二
月
）で「
具
体
美
術
に
於
て

は
人
間
精
神
と
物
質
と
が
対
立
し
た
ま
ま
、
握
手
し
て
い
る
」と
述
べ
て
い
た
こ
と
と
、
瀧
口
修
造
が

そ
れ
に
先
立
つ
二
十
五
年
前
に「
詩
と
実
在
」（『
詩
と
詩
論
』一
九
三
一
年
一
月
）に
お
い
て「
詩
の
運
動

は
そ
れ
自
体
、
物
質
と
精
神
の
反
抗
の
現
象
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
た
こ
と
と
の
類
似
や
相
違
が
話
題

と
な
っ
た
。
そ
し
て
議
論
を
進
め
る
う
ち
に
私
は
、日
本
の
前
衛
美
術
に
お
い
て
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け

て
、「
物
質
」へ
の
関
心
が
さ
ま
ざ
ま
に
姿
を
変
え
な
が
ら
も
持
続
し
て
き
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
思
い

至
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
前
に
は
、
ダ
ダ
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の「
オ
ブ
ジ
ェ
」に
触
発
さ
れ
な
が
ら
も
、

伝
統
的
な「
見
立
て
」の
考
え
方
も
導
入
し
た
北
脇
昇
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
、
戦
後
に
な
る
と
、
従
来

的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
戦
争
に
よ
っ
て
無
効
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
人
間
を「
も
の
」と
同
列
に
扱

お
う
と
す
る
一
群
の
画
家
た
ち
が
現
れ
、
鶴
岡
政
男
の「『
事
』で
は
な
く『
物
』を
描
く
と
い
う
こ
と
」

（『
美
術
批
評
』一
九
五
四
年
二
月
）と
い
う
主
張
が
そ
の
傾
向
を
後
押
し
し
た
。
関
西
で
は
上
述
の「
具
体
」

が
、
体
を
張
っ
て
物
質
と
格
闘
し（
白
髪
一
雄《
泥
に
挑
む
》、
村
上
三
郎《
紙
破
り
》な
ど
）、
五
〇
年
代
末

の
い
わ
ゆ
る「
反
芸
術
」で
は
ガ
ラ
ク
タ
が
氾
濫
し
、
六
〇
年
代
末
の「
も
の
派
」で
は
未
加
工
の
物
体

の
提
示
に
よ
っ
て
人
間
の
認
識
が
問
わ
れ
た
。
そ
し
て「
も
の
派
」の
存
在
を
広
く
知
ら
し
め
た
一
九

七
〇
年
の
東
京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
タ
イ
ト
ル
は「
人
間
と
物
質
」だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル

は
英
文
で
は「betw

een
 m

an
 an

d
 m

atter

」
と
訳
さ
れ
た
が
、
こ
の
訳
語
は
、
上
述
の
吉
原
の

「
精
神
と
物
質
と
が
対
立
し
な
が
ら
握
手
を
す
る
」や
瀧
口
の「
精
神
と
物
質
の
反
抗
の
現
象
」と
い
う

言
葉
と
も
響
き
合
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た「
物
質
」へ
の
、
作
家
た
ち
の
幅
広
い
関
心
は
し
か
し
、
細
部
を
比
較
し
て
い
け
ば
差
異

の
ほ
う
が
際
立
つ
。
そ
こ
で
瀧
口
修
造
を
軸
に
、
彼
が
関
心
を
も
っ
て
見
つ
め
た
作
家
た
ち
が
、
ど

の
よ
う
に「
物
質
」に
向
き
合
っ
て
い
た
か
と
い
う
切
り
口
で
の
特
集
展
示
の
構
想
に
至
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

　
瀧
口
修
造
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
は
自
身
を
と
り
ま
く
世
界
を
認
識
す
る
に
あ
た
り
、
人
間
の
意
識
、

す
な
わ
ち
言
葉
に
よ
る
意
味
の
体
系
で
は
捉
え
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
に
早
く
か
ら
気
づ
き
、

そ
の
意
識
の
外
部
に
い
か
に
触
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
、

意
識
の
外
部
を
も
含
み
こ
ん
だ
世
界
の
こ
と
を
、
瀧
口
は「
物
質
」と
呼
ん
で
い
た
よ
う
に
思
う
。
彼

は
詩
人
と
し
て
、
言
葉
に
よ
っ
て
言
葉
の
限
界
の
先
に
触
れ
よ
う
と
す
る
き
わ
め
て
困
難
な
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
、前
述
の「
詩
の
運
動
は
そ
れ
自
体
、物
質
と
精
神
の
反
抗
の
現
象
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
も
ま
さ
に
そ
の
困
難
さ
を
言
い
表
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
同
様
の
探
求

を
、
造
形
作
品
に
お
い
て
も
見
出
し
て
い
く
。
例
え
ば『
近
代
芸
術
』（
三
笠
書
房
、
一
九
三
八
年
）の
冒

頭
の
セ
ザ
ン
ヌ
論
。
こ
こ
で
瀧
口
は
従
来
的
な
セ
ザ
ン
ヌ
理
解

│
自
然
を
球
と
円
柱
と
円
錐
と
に

還
元
し
、
理
知
的
に
画
面
を
組
み
立
て
て
い
っ
た
と
す
る
捉
え
方

│
に
異
議
申
し
立
て
を
行
い
、

「
瀧
口
修
造
と
彼
が
見
つ
め
た
作
家
た
ち
　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
と
し
た
小
企
画
」

会
期
：
二
〇
一
八
年
六
月
十
九
日
│
九
月
二
十
四
日
　
会
場
：
美
術
館 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
４
﹇
二
階
﹈

﹁
物
質
﹂を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
瀧
口
修
造
と

日
本
の
前
衛
美
術
に
つ
い
て
考
え
る

大
谷
省
吾
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「
セ
ザ
ン
ヌ
の
精
神
は
絶
え
ず
物
質
と
闘
つ
て
ゐ
た
」と
主
張
す
る﹇
註
2
﹈。
瀧
口
は
自
身
の
詩
作
に

お
い
て
課
題
と
し
て
い
た
の
と
同
質
の
も
の
を
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
仕
事
に
も
見
出
し
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
瀧
口
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
関
心
を
も
ち
続
け
た
の
も
、
こ
の
意
識
の
外
部
に
触

れ
た
い
が
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
は
、
通
俗
的
な
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
理
解

│
現
実
離
れ
し
た

夢
物
語
や
、
故
意
に
奇
抜
な
イ
メ
ー
ジ
を
こ
し
ら
え
あ
げ
る
よ
う
な
態
度

│
を
強
く
批
判
し
続
け
た

の
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
に
瀧
口
が
可
能
性
を
見
出
し
た
の
が
写
真
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
ま
た

オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
デ
ッ
サ
ン
や
、
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー﹇
図
1
﹈で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
瀧
口
の
周
囲
の
画
家
た
ち
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
本
稿
で
個
々
に
吟
味
し
て
い
く
余
裕
は
な
い

が
、
ひ
と
り
だ
け
比
較
し
て
お
き
た
い
の
は
、
前
述
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
俎
上
に
乗
せ
た
瑛
九
で
あ
る
。

本
展
で
は
彼
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
作
品
を
四
点
展
示
し
た
。
い
ず
れ
も
人
物
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
写
真
を
切
り

刻
み
、
正
体
不
明
の
肉
塊
の
よ
う
な
謎
の
物
体
に
組
み
替
え
て
貼
り
合
わ
せ
て
い
る
も
の
だ
。
あ
る
い
は

《
作
品
D
》﹇
図
2
﹈
の
よ
う
に
、
顔
か
ら
眼
を
く
り
抜
き
、
仮
面
の
よ
う
に
見
せ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
で
は
理
性
の
窓
と
し
て
の
眼
を
徹
底
し
て
否
定
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
認
め
ら
れ
る
。

瑛
九
が
こ
の
種
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
第
一
回
自
由
美
術
家
協
会
展（
一
九
三
七
年
七
月
）で
発
表
す
る
際
、

「
レ
ア
ル
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
た
こ
と
と
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
文
章「
現
実
に
つ
い
て
」

（『
ア
ト
リ
ヱ
』一
九
三
七
年
五
月
）で
の
主
張
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
の
瑛
九
は
、
現
実
を

手
垢
に
ま
み
れ
た
既
成
概
念
の
枠
を
通
し
て
理
解
す
る
こ
と
へ
の
強
い
嫌
悪
感
に
駆
ら
れ
て
い
た
と

察
せ
ら
れ
る
。
既
成
の
知
識
や
概
念
を
取
り
払
っ
た
、
む
き
出
し
の
存
在
と
し
て
の「
レ
ア
ル
」な
も
の

を
追
い
求
め
よ
う
と
し
た
瑛
九
の
姿
勢
は
、
瀧
口
が
意
識
の
外
部
に
あ
る「
物
質
」
に
触
れ
よ
う
と

し
た
こ
と
と
通
じ
合
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
注
意
し
た
い
の
は
、
両
者
の
用
い
る
語
彙
の
差
異
で
あ
る
。
瀧
口
の
文
章
に
お
い
て

は「
現
実
」と
い
う
言
葉
は
む
し
ろ
、
通
俗
的
な
意
味
の
体
系
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る﹇
註
3
﹈。
瀧
口
の
い
う「
物
質
」の
ほ
う
が
、
瑛
九
の
い
う「
現
実
」に
近
い
。
そ
し
て
ま
た
瀧
口
は

瑛
九
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
連
作
の「
レ
ア
ル
」と
い
う
題
名
を「
奇
矯
で
あ
る
」と
評
し
、
そ
し
て
マ
チ
エ
ー
ル

上
の
効
果
し
か
見
て
い
な
い﹇
註
4
﹈。一
方
の
瑛
九
は
、
瀧
口
の
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
に
つ
い
て
、
友
人
へ

の
手
紙
の
中
で
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る﹇
註
5
﹈。
お
そ
ら
く
二
人
の
関
心
は
、
本
質
的
に
は
か
な
り
近

い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
戦
前
に
お
い
て
は
、
お
互
い
の
評
価
と
し
て
は

す
れ
違
い
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
瑛
九
と
の
比
較
は
ご
く
一
例
で
あ
る
。
瀧
口
の「
物
質
」観
は
同
時
代
の
表
現
者
た
ち
の
間
で

も
抜
き
ん
出
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
瀧
口
の
思
考
を
絶
対
視
し
て
、
そ
れ
を
基
準
に

他
の
作
家
た
ち
を
不
用
意
に
評
価
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
、
瑛
九
と
の
比
較
の
一
例

か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
は
み
な
個
々
の
必
然
性
に
よ
り「
物
質
」と
向
き
合
っ
て

い
た
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
差
異
を
丁
寧
に
見
極
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
今

回
の
小
企
画
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
っ
た
。

 

（
美
術
課
長
）

註1
　
大
阪
大
学
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。 
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2
　
林
道
郎「「
物
質
」の
ゆ
く
え
　
瀧
口
修
造
と
美
術
批
評
」『
セ
ゾ
ン
ア
ー
ト
プ
ロ

グ
ラ
ム
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』二
号
、二
〇
〇
〇
年
一
月
、
八
四
│
八
五
頁
。

3
　
同
、
九
〇
頁
。

4
　
瀧
口
修
造「
自
由
美
術
家
協
会
第
一
回
展
」『
美
之
国
』一
三
巻
八
号
、
一
九

三
七
年
八
月
、
四
〇
│
四
一
頁
。

5
　
瑛
九
、
山
田
光
春
宛
書
簡
、
一
九
三
七
年
五
月
七
日
、『
瑛
九
一
九
三
五
│ 

一
九
三
七
　
闇
の
中
で「
レ
ア
ル
」を
さ
が
す
』展
図
録
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、

二
〇
一
六
年
、一
四
〇
頁
。

図1  瀧口修造《デカルコマニー》制作年不詳　
東京国立近代美術館蔵

図2  瑛九《作品D》1937年　東京国立近代美術館蔵


